
迫
る
伝
灯
奉
告
法
会

説
法
師
子
吼

さ
よ
な
ら
三
尊
さ
ま

輝
け
い
の
ち

自
灯
明
法
灯
明



　

御
親
講
は
、
聖
人
が
も
し

も
今
の
世
を
生
き
て
お
ら
れ

た
と
し
た
ら
、
昨
今
の
世
相

に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
も
た

れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
の
問
い

の
提
起
か
ら
入
ら
れ
、
聖
徳

太
子
を
父
母
の
よ
う
に
慕
わ

れ
、
尊
崇
さ
れ
た
聖
人
が

「
十
七
条
憲
法
」
を
深
く
味

わ
い
、
和
讃
し
て
お
ら
れ
る

こ
と
、
そ
も
そ
も
「
憲
法
」

と
は
何
か
、「
十
七
条
憲
法
」

に
は
何
が
語
ら
れ
て
い
る

か
、「
十
七
条
憲
法
」
に
照

ら
し
、
我
が
国
の
現
行
の
憲

法
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め

て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
お

話
し
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
十
七
条
憲
法
」
は
『
日

本
書
紀
』
に
記
述
さ
れ
て
い

ま
す
が
、こ
こ
で
は
「
憲
法
」

を
「
い
つ
く
し
き
の
り
」
と

し
て
い
る
。「
い
つ
く
し
」

は
、
神
聖
な
も
の
と
し
て
大

切
に
す
る
こ
と
、「
の
り
」

は
、
め
っ
た
に
口
に
で
き
な

い
尊
い
こ
と
を
口
に
し
た
も

の
で
あ
り
、「
い
つ
く
し
き

の
り
」
と
は
、「
め
っ
た
に

な
い
神
聖
さ
を
そ
な
え
た
お

ご
そ
か
な
尊
い
も
の
」
と
の

意
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
憲
法
は
簡
単
に
変
え

る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
我

が
国
の
現
行
の
平
和
憲
法
も

大
切
に
し
つ
つ
、
聖
人
が

お
っ
し
ゃ
る
「
万
国(

ま
ん

ご
く)

た
す
け
の
棟
梁
」
と

し
て
、
世
界
の
平
和
を
リ
ー

ド
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

人
間
は
、
自
分
が
い
ち
ば
ん

愛
お
し
い
、
そ
れ
は
だ
れ
も

が
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
傷

つ
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
の
が
仏
教
の

基
本
で
あ
り
、
平
和
の
基
本

で
あ
る
。
仇
討
ち
の
思
い
が

世
界
に
充
満
す
る
現
代
に
、

怨
み
を
棄
て
よ
と
の
釈
尊
の

教
え
に
し
た
が
い
、
そ
れ
ぞ

れ
の
大
切
な
い
の
ち
を
拝
み

合
う
こ
と
の
で
き
る
世
界
の

実
現
を
目
指
し
た
い
と
の
こ

と
で
お
話
い
た
だ
き
ま
し

た
。　
　
　
（
表
紙
写
真
）

　

仏
教
文
化
講
座
主
監

　
　
　
　
　

栗
原　

廣
海
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第
89
回
仏
教
文
化
講
座

　
今
年
も
賑
や
か
に
大
勢
の
聴
衆
を
む
か
え
て
、
仏
教
文
化
講
座
が
盛
況
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
多
分
野
の
講
師
を
招
き
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
仏
教
と
い
の
ち
を
と
り
ま
く
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
初
日
に
は
前
法
主
殿
か
ら
「
憲
法
と
親
鸞
聖
人
」
と
い
う
講
題
で
御
親
講
い
た
だ
き
ま
し
た
。

映像いろいろ高田本山
咲き乱れる蓮のまわり

で写真撮影教室が開催

されました

な
に
か
と
、
話
題
の
ド
ロ
ー

ン
を
使
っ
た
テ
レ
ビ
局
の
撮

影
が
あ
り
ま
し
た
。

名
古
屋
栄
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
高
田
本
山
の

写
真
展
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
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第
二
十
五
世
伝
灯
奉
告
法
会
に
御
参
詣
お
願
い

　

こ
の
た
び
の
伝
灯
奉
告
法
会
は
、
御
法
主
が
高
田
派
本
山
専

修
寺
の
住
職
と
し
て
の
責
任
を
受
け
継
が
れ
て
、
皆
様
と
と
も

に
念
仏
の
世
界
で
暮
ら
し
た
い
と
い
う
思お
ぼ

し
召め

し
の
法
要
で
あ

り
ま
す
。

　

前
御
法
主
の
跡
を
受
け
継
い
で
、
新
た
な
法
灯
の
継
承
を
祝

し
、
念
仏
の
み
教
え
の
興
隆
と
宗
門
の
発
展
を
期
し
て
、
平
成

二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
よ
り
二
十
七
日
ま
で
伝
灯
奉
告
法
会

を
執
り
行
い
ま
す
。

　

こ
の
慶
祝
行
事
に
、
住
職
、
檀
信
徒
が
こ
ぞ
っ
て
参
詣
し
、

聞
法
に
励
む
機
縁
と
し
、
ま
た
念
仏
の
生
活
を
深
め
さ
せ
て
い

た
だ
く
ご
縁
と
し
て
一
人
で
も
多
く
の
方
々
が
御
参
詣
い
た
だ

き
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。　
　

合
掌

　
　
　

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺　
　

宗
務
総
長　

安
藤
光
淵

平成28年3月25日から

27日まで

第 25 世伝灯奉告法会

25 日　金曜日
10:00	 午前法会

11:30	 お稚児さん

13:00	 午後法会

14:00	 記念講演

26 日　土曜日
10:00	 午前法会

11:30	 祝賀行事

13:00	 午後法会

14:00	 記念講演

27 日　日曜日
	9:00	 御参廟

10:00	 午前法会

11:30	 祝賀行事

13:00	 午後法会

14:00	 記念講演

　　　常磐井慈祥法主殿のご紹介
昭和 34年	 生まれ

昭和 46年	 得度仏門に入られ

	 	 法名を慈祥と号される

平成４年	 法嗣となられる

平成 25年	 伝灯式を行い第 25世法主に就任される

平成 26年	 全日本仏教会副会長に就任される
詳しくは本山宗務院内

伝灯奉告法会事務局まで

法灯を次代へと
　伝えつながる
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鹿
児
島
組
福
傳
寺
　
疋
田
　
浄
晃

　

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
九
日
午
前
、
長
崎
専
光
寺
で

の
御
巡
教
を
終
え
、
九
州
新
幹
線
に
て
鹿
児
島
中
央
駅
に

法
主
殿
御
一
行
が
到
着
さ
れ
ま
し
た
。
車
で
約
一
時
間
、

薩
摩
半
島
の
西
海
岸
、
吹
上
町
に
福
傳
寺
は
あ
り
ま
す
。

二
日
前
の
台
風
も
去
り
最
高
気
温
三
十
四
度
の
夏
ら
し
い

晴
天
の
も
と
午
後
一
時
か
ら
の
法
会
に
先
立
ち
梵
鐘
の
音

と
共
に
百
人
を
超
え
る
お
同
行
が
参
拝
下
さ
い
ま
し
た
。

　

法
主
殿
が
来
寺
さ
れ
る
の
は
約
四
十
五
年
振
り
で
お
同

行
の
方
々
も
久
々
の
御
縁
を
心
待
ち
に
し
て
お
り
ま
し

た
。

　

御
親
修
は
小
経
略
伽
陀
で
始
ま
り
法
主
殿
御
昇
堂
、
御

焼
香
、
御
登
盤
、
仏
説
阿
弥
陀
経
、
三
重
念
佛
一
首
和
讃
、

廻
向
文
、
御
降
盤
と
つ
づ
き
ま
し
た
。

　

鹿
児
島
県
に
高
田
派
は
三
ケ
寺
あ
り
福
傳
寺
よ
り
南
へ

約
十
㎞
離
れ
た
大
縁
寺
の
芳
尾
慶
聞
先
生
も
御
出
勤
頂

き
、
長
男
の
直
浄
と
お
参
り
頂
い
た
お
同
行
と
共
に
声
高

ら
か
に
お
勤
め
致
し
ま
し
た
。

　

引
き
つ
づ
き
、
法
主
殿
の
御
親
教
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
北
は
北
海
道
旭
川
か
ら
南
は
鹿
児
島
ま
で
高
田
の
お

念
仏
が
脈
々
と
行
き
渡
っ
て
い
る
事
が
と
て
も
有
難
い
。

鹿
児
島
で
は
圧
倒
的
に
本
願
寺
派
が
多
い
が
、
高
田
派
は

本
願
寺
派
に
は
な
い
独
特
の
信
仰
や
習
慣
が
あ
り
、
神
道

と
仏
教
の
境
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
鎌
倉
時
代
、

親
鸞
聖
人
の
教
え
は
高
田
派
の
一
光
三
尊
佛
（
善
光
寺
信

仰
）、
証
拠
の
如
来
（
天
台
宗
の
仏
様
）
等
を
例
に
親
鸞

聖
人
の
直
々
の
も
の
を
伝
え
て
い
る
こ
と
な
ど
を
お
話
頂

き
ま
し
た
。
最
後
に
鹿
児
島
の
お
同
行
が
お
念
仏
を
頂
い

て
お
念
仏
と
共
に
生
き
て
い
る
姿
を
ご
覧
に
な
り
感
動
な

さ
れ
て
、
感
謝
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
住
職
に
よ
る
寺
院
紹
介
、
つ
づ
い
て
鈴
木
紀
生
総

務
の
復
演
に
う
つ
り
「
応
現
」
を
テ
ー
マ
に
法
話
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

最
後
に
混
雑
す
る
本
堂
で
ご
一
緒
に
記
念
写
真
を
撮
り
、

法
主
殿
御
巡
教
　
西
へ

長
崎
・
鹿
児
島
御
巡
教

と
て
も
和
や
か
な
雰
囲
気
と
な
り
ま
し
た
。

　

原
稿
を
書
い
て
い
る
今
、
半
月
が
過
ぎ
ま
し
た
が

お
同
行
と
会
う
度
「
素
晴
ら
し
い
法
会
で
し
た
」「
感

激
し
ま
し
た
」
と
言
っ
て
頂
き
感
動
が
蘇
っ
て
き
ま

す
。
写
真
に
写
っ
て
い
る
お
同
行
の
顔
を
拝
見
し
ま

す
と
、
心
か
ら
喜
ん
で
お
ら
れ
る
表
情
が
溢
れ
て
お

り
忘
れ
ら
れ
な
い
日
と
な
り
ま
し
た
。
法
主
殿
に
は

ま
こ
と
に
有
難
い
ご
法
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
こ
と
で
お
同
行
の
思
い
が
ひ
と
つ

に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
来
年
の
伝
灯
奉
告
法

会
の
話
を
い
た
し
ま
す
と
是
非
参
拝
し
た
い
と
い
う

声
が
聞
こ
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
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三
尊
さ
ま
出
開
帳

三
尊
さ
ま
と
の
出
会
い

京
都
別
院
出
開
帳

　

六
月
十
四
日
、
一
光
三
尊

仏
出
開
帳
が
京
都
別
院
で
行

わ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
京
都
に

は
第
百
十
五
代
桜
町
天
皇
が

三
尊
さ
ま
と
出
遇
わ
れ
、
感

得
さ
れ
つ
く
ら
れ
た
木
製
の

三
尊
さ
ま
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
二
躰
の
三
尊
さ
ま
が

そ
ろ
っ
て
ご
開
帳
に
な
る
と

い
う
奇
縁
に
京
都
別
院
は
賑

わ
い
を
み
せ
て
お
り
ま
し
た
。

他
派
と
の
ご
縁

東
本
願
寺
出
開
帳

六
月
九
日
・
十
日
、

東
京
の
東
本
願
寺
へ
三
尊
さ

ま
が
出
開
帳
に
な
り
ま
し
た
。

　

高
田
派
だ
け
の
三
尊
さ
ま

で
は
な
く
親
鸞
聖
人
直
拝
の

三
尊
さ
ま
が
、
真
宗
門
徒
・

同
行
み
な
の
ほ
と
け
さ
ま
と

し
て
架
け
橋
に
な
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

仙
福
寺
住
職　

佐
々
木
真
修

　

前
回
平
成
十
一
年
の
出
開
帳
か
ら
十
七
年
の
歳
月
が
流
れ
、

当
山
の
前
住
職
を
は
じ
め
、
当
時
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
多
く
の

同
行
衆
が
往
生
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
、
全
て
が
手
探
り

状
態
の
出
発
で
し
た
が
、
今
回
の
出
開
帳
も
ま
た
た
く
さ
ん
の

同
行
衆
の
力
添
え
を
い
た
だ
き
、
盛
大
に
御
開
扉
法
会
を
迎
え

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

法
会
前
日
に
は
、
輿
行
列
に
て
同
行
宅
四
軒
に
お
立
寄
り
し
、

同
行
衆
の
親
族
に
限
ら
ず
、
そ
の
近
隣
地
域
の
多
く
の
方
々
に

も
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
た
。法

会
当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、

慶
讃
法
会
、
庭
儀
式
、
一
光
三
尊

佛
絵
伝
の
絵
説
き
、
高
田
派
鑑
学

栗
原
廣
海
師
に
よ
る
記
念
講
演
、

内
陣
通
り
参
拝
等
を
通
し
て
よ
り

身
近
に
三
尊
様
と
の
ご
法
縁
を
喜

ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

三
尊
様
と
の
再
会
を
懐
か
し
む
姿

に
混
じ
り
、
今
回
初
め
て
三
尊
様

の
尊
い
お
姿
を
拝
し
て
喜
ば
れ
る

姿
を
た
く
さ
ん
目
に
し
ま
し
た
。

同
行
衆
一
同
改
め
て
三
尊
様
と
の

深
い
ご
縁
を
実
感
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
四
日
間
の
お
迎
え
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。

三
尊
さ
ま
と
の
再
会

福
井
仙
福
寺
出
開
帳



　

親
鸞
聖
人
は
『
浄じ
ょ
う
ど
こ
う
そ
う

土
高
僧

和わ
さ
ん讃

』
源げ
ん
く
し
ょ
う
に
ん

空
聖
人
の
三
首
目

に
　

と
讃さ

ん
だ
ん嘆

さ
れ
て
い
ま
す
。

中
国
で
は
善ぜ
ん
ど
う
だ
い
し

導
大
師
が
、
日

本
で
は
源げ
ん
じ
ん
そ
う
ず

信
僧
都
が
、
阿
弥

陀
仏
の
み
教
え
を
勧す
す

め
て
く

だ
さ
っ
た
け
れ
ど
も
、
本
師

源
空
（
法ほ
う
ね
ん然

）
聖
人
が
、
だ

れ
で
も
入
り
や
す
い
お
念
仏

を
ひ
ろ
め
て
く
だ
さ
ら
な

か
っ
た
ら
、
こ
の
小
さ
な
島

国
日
本
の
濁に
ご

り
き
っ
た
時
代

の
念
仏
者
は
、
ど
う
し
て
ま

こ
と
の
本ほ

ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ

願
念
仏
の
み
教
え

に
あ
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。

　

親
鸞
聖
人
は
比ひ
え
い
ざ
ん

叡
山
で

大だ
い
じ
ょ
う
ぶ
っ
き
ょ
う

乗
仏
教
の
み
教
え
を
深

く
学
ば
れ
実
践
さ
れ
ま
し

た
。
数
多
く
の
教
典
や
高
僧

た
ち
の
書
物
を
読
ま
れ
た
に

ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

な
か
に
は
、
お
念
仏
を
勧
め

ら
れ
た
善
導
大
師
や
源
信
僧

都
を
は
じ
め
諸
師
の
書
か
れ

た
も
の
も
読
ま
れ
、
強
い
影

響
を
受
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

そ
れ
で
も
、
親
鸞
聖
人
に

と
っ
て
は
、源
空
聖
人
に
よ
っ

て
弥
陀
の
本
願
が
説
か
れ
、

お
念
仏
を
勧
め
ら
れ
た
か
ら

こ
そ
、
聞
く
こ
と
が
で
き
た

み
教
え
で
あ
り
、
直
接
教
え
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を
受
け
ら
れ
た
源
空
聖
人
と

の
出で

あ遇
い
が
、
親
鸞
聖
人
の

信
仰
、
そ
し
て
人
生
の
一
大

転
換
点
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
親
鸞
聖
人
の
弟
子

唯ゆ
い
え
ん円

が
親
鸞
聖
人
の
法
語
を

集
め
た
と
い
わ
れ
る
『
歎た
ん
に異

抄し
ょ
う』
に
は

「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お

わ
し
ま
さ
ば
、
釈
し
ゃ
く
そ
ん
尊
の
説

教
、
虚き
ょ
ご
ん言

な
る
べ
か
ら
ず
。

仏ぶ
っ
せ
つ説
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま

さ
ば
、
善
導
の
御
お
ん
し
ゃ
く釈

、
虚

言
し
た
ま
う
べ
か
ら
ず
。

善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら

ば
、
法
然
の
お
お
せ
そ
ら

ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然
の

お
お
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、

親
鸞
が
も
う
す
む
ね
、
ま

た
も
っ
て
、
む
な
し
か
る

べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
か
。

詮せ
ん

ず
る
と
こ
ろ
、
愚ぐ

し

ん身
の

信
心
に
お
き
て
は
か
く
の

ご
と
し
。」	　
　
（
後
略
）　

　

と
親
鸞
聖
人
が
本
願
念
仏

の
信
心
を
獲ぎ
ゃ
く
と
く得
で
き
た
の

は
、
源
空
聖
人
へ
の
深
い
信

頼
と
敬け
い
ぼ慕

の
念
、
さ
ら
に
釈

尊
の
教
説
は
も
ち
ろ
ん
、
浄

土
の
み
教
え
の
流
れ
を
く
む

高
僧
の
相そ
う
じ
ょ
う承
・
伝で
ん
し
ょ
う承
の
賜
た
ま
わ
り

で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

約
八
四
〇
年
前
、
源
空
聖

人
に
よ
っ
て
お
念
仏
の
火
が

灯と
も

さ
れ
、
私
た
ち
に
受
け
継

が
れ
て
き
ま
し
た
。
永
い
歴

史
の
中
で
私
た
ち
の
諸し
ょ
せ
ん
だ
つ

先
達

が
、
そ
の
み
教
え
の
火
を
絶

や
さ
ぬ
よ
う
心し
ん
け
つ血

が
注そ
そ

が
れ

て
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
を
お
救
い
下
さ
る
阿

弥
陀
仏
の
み
教
え
の
灯
と
も
し
びが
消

え
な
い
よ
う
に
受
け
継
い
で

い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。　
（
教
学
院
第
三
部
会
）

七
高
僧
シ
リ
ー
ズ
「
源
空
聖
人
　
下
」

こ
ど
も
が
い
っ
ぱ
い
本
山
体
験

　

八
月
五
日
か
ら
三
日
間
、

今
年
も
歴
史
ま
る
ご
と
体
験

塾
が
開
催
さ
れ
百
名
を
こ
え

る
子
供
た
ち
の
声
が
山
内
に

響
き
渡
り
ま
し
た
。
今
回
は

普
段
入
る
こ
と
が
で
き
な
い

山
門
に
も
上
が
っ
て
釈
迦
三

尊
さ
ま
と
ご
対
面
で
す
。

本
山
行
事
に

　
　

参
加
し
ま
せ
ん
か

坊
守
婦
人
会
合
同
研
修
会

　
平
成
27
年
11
月
５
日
〜
６
日

中
学
生
教
化
合
宿

　
平
成
28
年
３
月
31
日

　
　
　
　
　
　
　

〜
４
月
２
日
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昨
年
、
満
百
一
歳
と
満
百
二
歳
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
、

お
葬
式
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
長
寿
命
国
と
な
っ

た
今
の
日
本
で
は
、
あ
ま
り
め
ず
ら
し
い
事
で
も
な
く
な

り
ま
し
た
。

　

七
月
三
十
日
、
厚
生
労
働
省
が
公
式
サ
イ
ト
に
お
い

て
、
二
〇
一
四
年
の
日
本
の
平
均
寿
命
は
男
性
が
80
・
50

歳
、
女
性
が
86
・
83
歳
と
な
り
、
男
性
で
は
世
界
第
三
位
、

女
性
で
は
世
界
第
一
位
の
長
寿
命
を
誇
る
結
果
と
な
っ
た

と
発
表
し
ま
し
た
。

　

世
間
で
は
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
平
均
寿
命
な
る
数
字
が
独

り
歩
き
し
、
あ
た
か
も
八
十
歳
ま
で
、
八
十
六
歳
ま
で
は

生
き
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
人
も
多
い
よ
う
で
す

が
、
私
だ
け
で
な
く
誰
一
人
と
し
て
そ
ん
な
保
証
が
あ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
百
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る

人
は
年
々
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
し
か
し
平
均
寿
命

に
至
ら
ず
終
え
る
い
の
ち

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
の
中

に
終
わ
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。
い
の
ち
の
長

さ
に
価
値
が
あ
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
長
く
て
も

リレー法話

 い の ち
保智院住職　松山孝彦

短
く
て
一
回
限
り
の
大
切
な
い
の
ち
で
す
。

　

私
が
今
、
そ
の
大
切
な
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と
な
の
で
す
。
い
つ
死
ん
で
も
不

思
議
で
は
な
い
私
が
今
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
あ
た

り
ま
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
多

く
の
い
の
ち
の
働
き
の
お
か
げ
で
今
生
か
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
す
べ
て
お
か
げ
さ
ま
な
の
で
す
。

　

絵
本
「
い
の
ち
の
ま
つ
り
・
ヌ
チ
ヌ
グ
ス
ー
ジ
」
の
作

者
、
草
場
一
壽
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

時
空
を
越
え
て
つ
な
が
っ
て
い
る

　

「
い
の
ち
」
は
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
を
支
え
て
く
れ
て
い
る

　

「
お
か
げ
さ
ま
」
も
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

　

見
え
な
い
も
の
を
感
じ
る
力
を
育
ま
な
け
れ
ば
、

　

な
ぜ
「
い
の
ち
」
が
大
切
な
の
か
も

　

感
じ
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
す
、
と
。

　

私
た
ち
は
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
、
自
分
の
力

で
生
き
て
い
る
と
思
い
あ
が
り
、
い
の
ち
の
事
実
を
見

失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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こ
の
あ
と
の
本
山
行
事

九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日

　

讃
佛
会

十
月
一
日
〜
三
日

　

資
堂
講
法
会

十
一
月
三
日
〜
四
日

　

納
骨
堂
法
会

十
一
月
五
日
〜
十
日

　

秋
法
会

十
二
月
八
日
〜
十
日

　

中
興
上
人
御
正
当

平
成
二
十
八
年

三
月
二
十
五
日
〜
二
十
七
日

　

伝
灯
奉
告
法
会

三
月
二
十
八
日
〜
三
十
日

　

一
光
三
尊
仏
御
帰
山
法
会

三
月
三
十
一
日
〜
四
月
二
日

　

一
光
三
尊
仏
お
送
り
団
参

三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　
　

２
８
１
９

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

寺
院
名

　

一
光
三
尊
佛
は
二
年
間
の
御
逗
留
を
終

え
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
本
寺
へ

お
帰
り
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
際
し
参
拝

団
員
を
左
記
の
と
お
り
募
集
い
た
し
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
皆
様
に
今
回
の
企
画

を
ご
紹
介
し
、
一
光
三
尊
佛
お
送
り
の
旅

に
一
人
で
も
多
く
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
参
加
申
込
は
、
旅
行
企
画
を
取

り
扱
う
Ｊ
Ｔ
Ｂ
中
部
津
支
店
へ
直
接
お
申

し
込
み
下
さ
い
。

　

左
記
チ
ラ
シ
は
本
山
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

が
、
本
山
御
開
扉
事
務
局
（
℡
０
５
９
・	

２
３
２
・
４
１
７
７
）
に
ご
連
絡
い
た
だ
き

ま
し
た
ら
必
要
数
を
お
送
り
い
た
し
ま

す
。


