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謹
賀
新
年

　

皆
様
方
に
は
そ
れ
ぞ
れ
御
機

嫌
宜
し
く
新
年
を
お
迎
え
の
こ

と
と
衷
心
お
喜
び
申
上
げ
ま
す
。

　

私
こ
と
年
一
年
と
老
令
を
迎

え
、
身
心
の
衰
え
を
自
覚
し
て

居
り
ま
す
が
、
唯
今
の
と
こ
ろ

日
々
の
法
務
を
滞
り
な
く
勤
め

て
居
り
ま
す
。

　

昨
秋
十
月
十
二
日
よ
り
十
六

日
に
か
け
て
の
五
日
間
、
総
本

山
誓
願
寺
を
会
所
と
し
て
十
八

年
振
り
に
曼
荼
羅
相
承
の
大
会

が
修
行
さ
れ
、
私
も
傳
燈
師
と

し
て
の
大
役
を
無
障
礙
に
勤
め

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ

も
ひ
と
え
に
佛
祖
の
御
加
護
と

大
衆
各
位
の
御
盡
力
の
お
か
げ

と
深
く
感
謝
致
し
て
居
り
ま
す
。

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
二
月
に
は
私
の
法
主
と

し
て
の
三
期
十
五
年
の
任
期
が

満
了
致
し
ま
す
。
二
月
に
は
総

本
山
よ
り
退
山
す
る
予
定
で
居

り
ま
す
。
こ
の
永
い
期
間
、
大

過
な
く
管
長
・
法
主
と
し
て
の

大
役
を
勤
め
上
げ
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
事
ひ
と
え
に
佛
祖
の

御
加
護
と
皆
様
方
の
御
庇
護
の

お
か
げ
と
衷
心
よ
り
感
謝
致
し

て
居
り
ま
す
。
退
山
の
砌
に
は

改
め
て
御
挨
拶
申
上
げ
る
機
会

も
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
が
、

新
年
の
御
祝
い
を
申
上
げ
る
機

会
に
一
言
申
し
添
え
ま
す
。
誠

に
永
年
の
御
厚
誼
有
難
く
厚
く

御
禮
申
上
げ
ま
す
。

平
成
二
十
六
年　

元
旦

　

総
本
山
誓
願
寺　

第
百
弐
世

　
　
　
　
　

  

彰
空
泰
淳　

謹
識

※
井
ノ
口
法
主
御
染
筆
の
色
紙
を
抽
選
で
1
名

　

の
方
に
差
し
上
げ
ま
す
。
詳
し
く
は
7
ペ
ー

　

ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

井
ノ
口　

泰
淳

浄
土
宗
西
山
深
草
派
管
長

総
本
山
誓
願
寺　

法
主

え  

し
ょ

ま
ん  

だ    

ら  

そ
う
じ
ょ
う

だ
い 

え

で
ん 

と
う  

し

む  

し
ょ
う
げ

た
い
し
ゅ
う

ご   

じ
ん
り
ょ
く

み
ぎ
り

ご   

こ
う  

ぎ

お
ん
れ
い

新
春
を
迎
え
て
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江
戸
時
代
に
月
僊
と
言
う
有

名
な
画
家
が
お
り
ま
し
た
。
こ

の
方
は
、
元
々
芝
の
増
上
寺
の

お
坊
さ
ん
で
あ
り
、
絵
の
天
才

で
し
た
。
そ
の
道
に
没
頭
し
、

噂
が
噂
を
呼
び
、
月
僊
の
と
こ

ろ
へ
絵
の
依
頼
が
多
く
な
り
、

ま
す
ま
す
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
然
起
き
た
の
が
、
月
僊
本

人
の
慢
心
と
金
銭
欲
で
し
た
。

一
幅
の
絵
を
依
頼
す
る
と
、
思

い
も
よ
ら
ぬ
金
額
を
要
求
さ
れ
、

巷
の
人
々
は
、
「
乞
食
月
僊
」

と
悪
名
で
呼
ぶ
ほ
ど
に
な
り
ま

し
た
。

　

そ
う
し
た
あ
る
日
、
京
都
祇

園
の
芸
妓
が
一
幅
の
絵
を
依
頼

し
ま
し
た
。
月
僊
は
、
ほ
ど
な

く
し
て
絵
を
仕
上
げ
、
芸
妓
の

私
宅
へ
伺
う
と
、
折
し
も
四
、

五
人
の
来
客
が
あ
り
、
月
僊
も

加
わ
り
茶
菓
を
頂
い
て
い
ま
し

た
。

　

す
る
と
突
然
襖
が
開
き
、
主

の
芸
妓
が
仁
王
立
ち
を
し
、

「
皆
さ
ん
、
そ
こ
に
居
る
の
は

月
僊
さ
ん
で
す
が
、
こ
の
人
は

心
が
汚
い
。
絵
は
上
手
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
心
は
乞
食
だ
。

こ
ん
な
人
の
描
い
た
絵
を
床
の

間
に
飾
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

こ
れ
で
充
分
だ
。
」

と
言
っ
て
着
物
を
ま
く
る
と
、

下
着
の
よ
う
に
月
僊
の
絵
を
腰

に
巻
い
て
い
た
の
で
す
。

　

月
僊
は
、
「
ハ
ッ
」
と
気
付

か
さ
れ
ま
し
た
。
以
後
自
分
の

財
産
を
悉
く
人
々
に
施
し
、
当

時
の
巨
匠
で
あ
る
円
山
応
挙
の

弟
子
と
な
り
大
成
し
ま
し
た
。

　

賎
し
い
月
僊
の
心
を
清
く
し

て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
佛
さ
ま

の
現
起
光
（
特
別
な
光
）
で
す
。

　

真
面
目
に
念
佛
合
掌
の
生
活

を
す
る
人
は
、
誰
に
教
え
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
佛
さ
ま
の
尊

い
現
起
光
に
よ
っ
て
、
思
い
直

す
心
、
考
え
直
す
心
に
さ
せ
て

頂
け
る
の
で
す
。

　

こ
の
心
を
忘
れ
な
い
で
欲
し

い
も
の
で
す
。

【
佛
さ
ま
の
特
別
な
光
】

鈴
木　

晧
道

布
教
講
習
所 

所
長

慈
光
院 

住
職

げ
っ
せ
ん

げ
っ 
せ
ん

し
ば

ぞ
う
じ
ょ
う
じ

ち
ま
た

こ  

じ
き

ぎ

お
ん

げ
い  

ぎ

あ
る
じ

こ
と
ご
と

ま
る  

や
ま
お
う 

き
ょ

い
や

げ
ん  

き   

こ
う

慈 光
　「　「慈光慈光」。」。万物を育万物を育成し成し世に恵みを与える光。世に恵みを与える光。大慈悲の光明大慈悲の光明。阿。阿弥陀弥陀さまさまの分け隔てのない暖かい優の分け隔てのない暖かい優しい光。しい光。
私た私たちはこのちはこの光を頂き光を頂き、生、生かさせていただいておかさせていただいておりまります。す。慈光に照慈光に照らさらされた私たれた私たちのちの生活を今一度考え生活を今一度考えてはては
どうどうでしでしょうか？ょうか？タイタイトルトルの『の『慈光慈光』は』は、鈴、鈴木晧道先生のお寺本宿木晧道先生のお寺本宿町「町「慈光院」慈光院」よりより拝し拝しましました。た。

　「慈光」。万物を育成し世に恵みを与える光。大慈悲の光明。阿弥陀さまの分け隔てのない暖かい優しい光。
私たちはこの光を頂き、生かさせていただいております。慈光に照らされた私たちの生活を今一度考えては
どうでしょうか？タイトルの『慈光』は、鈴木晧道先生のお寺本宿町「慈光院」より拝しました。
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拘
尸
那
竭
羅
に
到
着
さ
れ
た
お
釈
迦

さ
ま
は
、
沙
羅
林
の
双
樹
下
で
、
頭
を

北
に
顔
を
西
に
向
け
、
右
わ
き
を
下
に

し
、
両
足
を
重
ね
、
横
に
な
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
時
、
沙
羅
林
は
時
な
ら
ぬ

花
々
を
咲
か
せ
て
い
ま
し
た
。
大
勢
の

弟
子
た
ち
、
菩
薩
、
天
人
に
囲
ま
れ
て
、

涅
槃
の
時
を
静
か
に
待
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
。

　

し
か
し
弟
子
た
ち
は
、
「
お
師
匠
さ

ま
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
る
、
涅
槃

に
お
入
り
に
な
ら
れ
る
」
と
大
声
を
上

げ
て
泣
い
て
い
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま

の
生
母
で
あ
り
、
天
人
と
な
っ
た
摩
耶

夫
人
も
天
界
か
ら
息
子
を
案
じ
、
薬
を

持
っ
て
駆
け
付
け
ま
し
た
。

　

「
お
師
匠
さ
ま
が
お
亡
く
な
り
に
な

ら
れ
た
後
は
、
我
々
は
ど
う
や
っ
て
生

き
て
行
け
ば
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

何
を
信
じ
て
人
生
を
歩
め
ば
よ
ろ
し
い

の
で
し
ょ
う
か
」

　

お
釈
迦
さ
ま
が
お
答
え
に
な
ら
れ
ま

し
た
。

　

「
お
前
達
は
自
ら
を
依
り
所
と
し
、

他
人
を
依
り
所
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

仏
教
の
正
し
い
教
え
を
依
り
所
と
し
、

そ
の
他
の
も
の
を
依
り
所
と
し
て
は
な

ら
な
い
」

　

こ
う
言
わ
れ
た
後
、
お
釈
迦
さ
ま
は

八
十
年
の
ご
生
涯
を
終
え
ら
れ
、
涅
槃

に
お
入
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
今
か
ら

二
千
五
百
年
前
の
旧
暦
二
月
十
五
日
の

こ
と
で
す
。

　

現
在
で
は
お
釈
迦
さ
ま
が
涅
槃
に
お

入
り
に
な
ら
れ
た
こ
と
を
追
慕
し
、
全

国
各
地
の
お
寺
で
二
月
十
五
日
に
「
涅

槃
会
」
が
勤
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ね　
　
　
　

は
ん

ク   

シ   

ナ    

ガ   

ラ

さ　

 

ら 

ば
や
し

そ
う
じ
ゅ  

か

て
ん 

に
ん

ね　

は
ん

ね  

は
ん  

え

よ

ど
こ
ろ

ま   

や

ぶ　

に
ん

お
釈

さ
ま
の
ご
生
涯涯

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
生
涯 

文
・
釈
尊
法
話
会
　

ね

は
んん

涅　

槃
（
後
編
）

総本山誓願寺での「涅槃会」
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賢
問
子
は
、
中
国
・
唐
に
心
を
寄
せ
て
い

た
と
し
て
、
天
智
天
皇
の
逆
鱗
に
触
れ
、
牢

獄
に
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
通
訳
の
者
が

芥
子
国
に
言
い
ま
し
た
。

「
あ
な
た
の
父
は
牢
獄
に
入
っ
て
い
ま
す
。

会
う
こ
と
は
叶
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
早
く
唐

に
帰
り
な
さ
い
」

　

芥
子
国
は
驚
き
、

「
父
に
何
の
罪
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
今
、

父
が
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
帰

る
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
牢
獄
に
入
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
一
度
は
会
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。私
が
父
に
代
わ
り
牢
獄
に
入
り
ま
す
」

と
泣
き
叫
び
ま
し
た
。
側
で
聞
い
て
い
た
役

人
も
涙
ぐ
み
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
他
の
役
人
た
ち
は
口
々
に
、

「
罪
人
の
子
な
ど
会
わ
せ
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
賢
問
子
は
唐
の
皇
帝
に
頼
み
込
み
、
日

本
を
傾
け
よ
う
と
す
る
悪
人
。
お
前
の
言
う

こ
と
な
ど
聞
け
る
か
。
早
く
帰
れ
」

と
怒
り
に
満
ち
た
眼
差
し
で
言
い
ま
し
た
。

　

芥
子
国
は
思
い
ま
し
た
。

「
父
、
賢
問
子
こ
そ
唐
に
霊
仏
を
残
し
、
衆

生
救
済
の
慈
悲
深
き
人
、
ど
ん
な
悪
事
を
働

い
た
の
で
す
か
。
父
は
誰
か
に
陥
れ
ら
れ
た

の
で
す
。
私
は
必
ず
、
父
の
無
実
を
明
白
に

し
ま
す
」

と
言
っ
て
、
直
ち
に
春
日
大
社
に
詣
で
ま
し

た
。

　

春
日
明
神
さ
ま
に
、

「
春
日
明
神
さ
ま
の
お
導
き
に
よ
り
、
父
に

会
え
る
と
喜
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
父
は
牢

獄
に
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
誰
か
が
陥
れ

た
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
父
に
過
ち
が
あ
る

の
な
ら
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
無
実
で

あ
る
な
ら
ば
神
力
で
、
父
を
牢
獄
か
ら
出
し

て
く
だ
さ
い
。
も
し
父
に
過
ち
が
あ
っ
た
な

ら
ば
、
私
を
替
わ
り
に
牢
獄
に
入
れ
、
父
の

命
を
助
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
す
ら
も
叶
わ

な
い
の
で
あ
れ
ば
今
こ
こ
で
、
私
の
命
を
お

取
り
く
だ
さ
い
」

と
、
夜
通
し
涙
な
が
ら
に
拝
み
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
は
毎
日
、
役
所
へ
行
き
、

「
ど
う
か
父
に
一
度
会
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

天
皇
さ
ま
、
私
の
願
い
を
叶
え
て
く
だ
さ

い
」

と
、
泣
き
泣
き
願
い
出
る
こ
と
三
月
に
及
び

ま
し
た
。

　

そ
し
て
つ
い
に
願
い
が
天
皇
に
通
じ
ま
し

た
。

「
唐
よ
り
来
た
幼
い
子
ど
も
。
牢
獄
の
外
よ

り
、
父
に
対
面
を
許
す
べ
し
」

と
命
令
が
下
り
、
役
人
は
芥
子
国
を
連
れ
て

牢
獄
に
行
き
ま
し
た
。
（
つ
づ
く
）

け　
　

し　

  

こ
く

し
ゅ

じ
ょ
う

お
と
し
い

じ
ん
り
き

み  

つ
き

げ
き
り
ん
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到
着
予
定
時
刻
を
１
時
間
15
分

遅
れ
て
、
ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
駅
に
着
い

た
の
は
午
前
10
時
半
だ
っ
た
。
同

席
し
た
婦
人
と
別
れ
の
挨
拶
を
し

て
駅
の
外
に
出
る
と
、
底
を
つ
い

て
し
ま
っ
た
現
金
を
両
替
す
る
た

め
に
、
オ
ー
ト
リ
ク
シ
ャ
ー
（
三

輪
タ
ク
シ
ー
）
を
拾
っ
て
、
予
め

調
べ
て
お
い
た
銀
行
の
あ
る
ホ
テ

ル
・
ス
ー
リ
ヤ
を
目
指
し
た
。

　

駅
か
ら
北
北
西
に
２
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
行
く
と
そ
の
ホ
テ
ル
が

あ
り
、
リ
ク
シ
ャ
ー
を
待
た
せ
て

お
い
て
中
に
入
っ
た
。
ロ
ビ
ー
の

一
角
に
銀
行
は
あ
り
、
ト
ラ
ヴ
ェ

ラ
ー
ズ
・
チ
ェ
ッ
ク
２
０
０
ド
ル

を
９
６
４
０
ル
ピ
ー
（
約
２
４
１

０
０
円
）
に
換
金
し
て
も
ら
っ
た
。

待
た
せ
て
お
い
た
リ
ク
シ
ャ
ー
に

戻
り
、
宿
泊
予
定
の
ガ
ン
ジ
ス
川

の
近
く
に
あ
る
ホ
テ
ル
に
行
く
よ

う
に
頼
ん
だ
。
そ
こ
ま
で
は
南
西

に
６
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
の
距
離

だ
っ
た
。

　

だ
が
、
降
ろ
さ
れ
た
場
所
を
グ

ル
リ
と
見
回
し
て
も
、
目
的
の
ホ

テ
ル
の
名
前
は
見
当
た
ら
な
か
っ

た
。
リ
ク
シ
ャ
ー
の
運
転
手
に
問

い
た
だ
す
と
、
「
英
語
は
話
せ
ま

せ
ん
」
と
言
い
出
す
。
そ
れ
ま
で

お
互
い
片
言
の
英
語
で
や
り
取
り

を
し
て
い
た
の
に
、
急
に
し
ら

ば
っ
く
れ
た
態
度
に
変
わ
っ
た
の

だ
。
頭
に
き
た
の
と
同
時
に
呆
れ

て
し
ま
っ
た
僕
は
、
言
わ
れ
る
が

ま
ま
に
70
ル
ピ
ー
（
１
７
５
円
）

を
払
っ
て
し
ま
っ
た
。
後
で
利
子

に
「
全
額
払
わ
な
く
て
も
よ
か
っ

た
の
に
…
」
と
言
わ
れ
た
。
確
か

に
ち
ゃ
ん
と
目
的
地
に
連
れ
て
行

か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
通

り
で
あ
る
。
だ
が
、
頭
に
き
て
い

た
僕
は
そ
ん
な
余
裕
は
な
く
、
そ

の
時
に
言
っ
て
欲
し
か
っ
た
と
悔

ん
だ
の
だ
っ
た
。

　

降
ろ
さ
れ
た
場
所
の
目
の
前
に

あ
る
ホ
テ
ル
の
従
業
員
が
待
ち
構

え
て
い
た
。
そ
の
ホ
テ
ル
と
リ
ク

シ
ャ
ー
・
ワ
ー
ラ
ー
（
リ
ク

シ
ャ
ー
の
運
転
手
）
が
裏
で
結
託

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
は
思
っ
た

が
、
取
り
敢
え
ず
部
屋
を
見
て
値

段
を
聞
い
て
か
ら
決
め
よ
う
と

思
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
部
屋
を
見

て
良
さ
そ
う
な
方
の
部
屋
に
決
め

た
。
だ
が
こ
の
選
択
が
、
後
で
悔

や
ま
れ
る
結
果
を
招
く
事
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ホ
テ
ル
の

従
業
員
に
、
対
岸
に
あ
る
城
跡
の

博
物
館
ま
で
ボ
ー
ト
で
往
復
す
る

ツ
ア
ー
が
あ
る
、
と
誘
わ
れ
た
の

で
、
丁
度
こ
の
旅
の
目
的
の
ひ
と

つ
が
叶
え
ら
れ
る
と
思
い
予
約
を

し
た
。
そ
し
て
小
一
時
間
休
憩
し

た
後
、
集
合
場
所
で
あ
る
ガ
ン
ジ

ス
川
の
岸
に
歩
い
て
向
か
っ
た
。

岩瀬 賢良東龍寺 住職

浮き橋の向こうに見える、ラームナガル城　
城塞博物館

第139号 （6）

か
た
こ
と

し
ろ
あ
と

と
し 

こ
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お
も
な
行
事
予
定

一
月

●
一
日（
水・祝
）

　

修
正
会

●
十
五
日（
水
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
二
十
四（
金
）

　
法
然
上
人
追
慕
念
仏
行
脚

二
月

●
三
日（
月
）

　

節
分
会

●
八
日（
土
）

　
六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
五
日（
土
）

　

涅
槃
会

●
二
十
二（
土
）〜
二
十
三
日（
日
）

　

加
行
前
行

三
月 

●
十
四
日（
金
）

　

善
導
忌

　
六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
八
日（
火
）〜
二
十
四
日（
月
）

　

春
彼
岸

●
二
十
五
日（
火
）〜
四
月
四
日（
金
）

　

法
脈
相
承

総
本
山
誓
願
寺
だ
よ
り

総
本
山
誓
願
寺
だ
よ
り

総
本
山
誓
願
寺
だ
よ
り

「
絵
伝
」
と
は
、
高
僧
や
聖
人
の
生
涯
で
お
き
た
様
々
な
ド
ラ
マ
を
、
長

い
絵
巻
や
大
き
な
掛
幅
に
描
い
た
仏
教
絵
画
の
こ
と
で
す
。
中
世
の
日
本

で
は
、
仏
教
の
開
祖
の
お
釈
迦
さ
ま
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
宗
派
の
祖
師

や
高
僧
の
生
涯
を
描
い
た
絵
伝
が
競
う
よ
う
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
人
々
は
、

絵
伝
を
観
賞
す
る
こ
と
で
、
宗
派
の
成
り
立
ち
や
、
祖
師
の
御
苦
労
を
学

ん
だ
の
で
す
。
こ
の
講
座
で
は
、
今
に
伝
わ
る
絵
伝
の
数
々
か
ら
、
当
時

の
人
々
が
作
品
の
中
に
込
め
た
思
い
を
、
わ
か
り
や
す
く
読
み
解
い
て
ゆ

き
ま
す
。

龍
谷
大
学
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム　

助
教
（
学
芸
員
）
。

専
門
は
日
本
中
世
の
仏
教
絵
画
史
。
主
な
論
文
に
「
中
世
聖
徳
太

子
絵
伝
に
み
る
三
国
伝
来
観
―
鶴
林
寺
本
聖
徳
太
子
絵
伝
を
め

ぐ
っ
て
―
」
『
美
術
史
』
1
6
9
号
、
2
0
1
0
年
、
「
四
天
王

寺
所
蔵　

二
幅
本
聖
徳
太
子
絵
伝
」
『
國
華
』
1
4
0
8
号
、
國

華
社
、
2
0
1
3
年
な
ど
が
あ
る
。

【
問
題
】

　

第139号（7）

今
回
の
「
慈
光
」
で
月
僊
は
誰
の
弟
子
と
な
り
大
成
し

ま
し
た
か
。
漢
字
四
文
字
で
お
答
え
下
さ
い
。

　

官
製
は
が
き
に
、
答
え
と
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
菩
提
寺
（
だ
ん
な

寺
）
、
感
想
や
質
問
を
必
ず
書
い
て
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
中
よ
り
紙
面

に
採
用
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
掲
載
時
に
は
、
ハ
ガ
キ
に
て
ご
本

人
に
ご
連
絡
致
し
ま
す
。
名
前
の
掲
載
の
困
る
方
は
、
そ
の
時
に
ご
返
事
下

さ
い
。
今
回
は
管
長
猊
下
御
染
筆
の
色
紙
を
一
名
、
瑞
用
寺
さ
ま
よ
り
落
慶

記
念
の
腕
輪
を
五
名
、
本
山
謹
製
線
香
を
五
名
の
方
に
、
合
計
十
一
名
の
方

に
抽
選
に
て
差
し
上
げ
ま
す
。
ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
宛
先
】
〒
四
四
四

〇
三
一
四

愛
知
県
西
尾
市
下
矢
田
町
郷
二

　
　
　
　
　

養
寿
寺
内

ち
か
い
編
集
係

　
　

【
締
切
】
一
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　

（
消
印
有
効
）

発
行
日
　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日

発
行
所
　
　

浄
土
宗
西
山
深
草
派

総
本
山
誓
願
寺

京
都
市
中
京
区
新
京
極
桜
之
町
四
五
三
番
地

電
　

話
（
〇
七
五
）
　

二
二
一

－

〇
九
五
八

F
A
X
（
〇
七
五
）
　

二
二
一

－

二
〇
一
九

E
-m
ail  info@

fukakusa.or.jp
U
R
L
    http://w

w
w
.fukakusa.or.jp

答
え
　

○
○
○
○

郵
便
番
号

住
所

氏
名

菩
提
寺
（
だ
ん
な
寺
）

感
想
・
質
問
等

ち
か
い　　

第
139
号

○
○
○
○

ク
イ
ズ
コ
ー
ナ
ー

〝
絵
で
よ
む
伝
記
〞
絵
伝
を
愉
し
む

◇
内
容
（
全
４
回
）

　

第
１
回　

平
成
26
年
１
月
18
日
（
土
）

　

○
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン　

「
絵
伝
」
っ
て
な
ぁ
に
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
祖
師
信
仰
と
絵
画
の
関
係
〜

　

第
２
回　

平
成
26
年
２
月
１
日
（
土
）

　

○
仏
教
の
祖
・
釈
尊
の
絵
伝

　

第
３
回　

平
成
26
年
２
月
１５
日
（
土
）

　

○
和
国
の
教
主
・
聖
徳
太
子
の
絵
伝

　

第
４
回　

平
成
26
年
３
月
１
日
（
土
）

　

○
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
の
絵
伝

　

講
座
開
講
時
間　

１８
時
〜
19
時
３０
分
（
９０
分
）

　

講
座
受
付
時
間　

１７
時
３０
分
〜

　

受
講
費　

５
０
０
円

　

会　

場　

総
本
山
誓
願
寺　

誓
願
寺
会
館
１
階

講
師　

村
松　

加
奈
子

＊
ご
予
約
：
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
７
５-

２
２
１-

０
９
５
８
（
誓
願
寺
）　

当
日
受
付
可

誓
願
寺
新
京
極

文
化
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内



新
築
の
本
堂

鐘
楼
門

樹
齢
約
三
百
年
の
楠
木

昭
和
29
年
３
月
28
日
生
れ
、
現
在
59
歳
。

平
成
11
年
に
晋
山
し
、
住
職
と
な
る
。

瑞
用
寺
第
31
世
。

く　

 

ぼ　
　

た

え
つ　

  

じ

　

永
禄
二
年（
１
５
５
９
）に
賢
翁
善

海
上
人
に
よ
り
海
浜
道
俗
の
念
仏
道

場
と
し
て
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

　

善
海
上
人
は
念
仏
を
大
切
に
さ
れ

る
方
で
、こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま

す
。晩
年
、京
都
の
お
寺
に
参
り
た
い

と
思
い
、比
叡
山
あ
た
り
で
念
仏
を
称

え
て
い
る
と
、そ
こ
に
老
僧
が
現
れ
て
、

「
そ
な
た
の
念
仏
の
声
を
聞
い
て
お
る

と
、心
の
引
き
し
ま
る
思
い
が
す
る
、ど

う
か
私
の
刻
ん
だ
十
一
面
観
音
像
を
お

祀
り
し
て
、人
々
に
念
仏
の
良
さ
を
広

め
て
く
だ
さ
い
」と
渡
さ
れ
ま
し
た
。そ

の
後
、観
音
さ
ま
を
お
祀
り
し
て
、多

く
の
人
々
に
念
仏
の
素
晴
ら
し
さ
を

説
い
た
そ
う
で
す
。現
在
、観
音
さ
ま

は
天
明
二
年（
１
７
８
２
）に
村
人
の
懇

願
に
よ
り
、隣
村
の
神
社
に
移
さ
れ
、

人
々
の
心
の
拠
り
所
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。（
そ
の
後
調
査
で
行
基
作
と
判
明
）

　

現
在
の
本
堂
は
明
和
九
年（
１
７
７

２
）に
建
立
さ
れ
た
旧
本
堂
が
老
朽
化

の
為
、平
成
二
十
四
年
に
、厳
し
い
経

済
状
況
の
中
、檀
信
徒
の
並
々
な
ら
ぬ

ご
尽
力
に
よ
り
新
築
さ
れ
ま
し
た
。

　

他
に
境
内
に
は
当
山
最
古
の
建
物

で
、正
徳
三
年（
１
７
１
３
）建
立
の
鐘

楼
門
が
あ
り
、毎
年
大
晦
日
に
は
大
勢

の
信
者
で
賑
わ
い
ま
す
。

　

過
去
に
本
堂
、庫
裏
焼
失
の
為
、特

別
な
宝
物
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、新
築
の

本
堂
と
檀
信
徒
の
皆
様
が
大
切
な
宝

物
で
す
。

　

他
に
、境
内
に
樹
齢
約
3
0
0
年

（
直
径
1・5
ｍ
高
さ
13
ｍ
）の
楠
の
木

が
あ
り
夏
は
涼
し
い
木
陰
を
つ
く
っ
て

い
ま
す
。

　

お
参
り
に
伺
う
と
、「
お
経
は
よ
う

わ
か
ら
ん
」、「
仏
教
の
こ
と
は
さ
っ
ぱ

り
わ
か
ら
ん
」と
言
わ
れ
ま
す
の
で
、こ

の「
わ
か
ら
ん
」を
今
の
言
葉
で
で
き

る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
お
話
し
す
る
よ

う
に
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　

落
慶
記
念
の
腕
輪
を
５
名
の
方
に

差
し
上
げ
ま
す
。

お
寺
の
由
来
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

Q1

お
寺
の
宝
物
は

何
で
す
か
?

Q2

お
坊
さ
ん
と
し
て
の

心
掛
け
は
何
で
す
か
?

Q3

「
ち
か
い
」
読
者
に

何
か
頂
け
ま
す
か
?

Q4

久
保
田
悦
司
師

【交通】
名鉄三河線　碧南駅下車
ふれんどバス、吉良高校行
「巨海」下車　南へ１００ｍ

【主な行事】
春彼岸会　　　春分の日と前日
盆施餓鬼　　　８月４日
秋彼岸会　　　秋分の日
除夜の鐘　　　大晦日
念仏の会　　　毎月１８日
写経の会　　　毎月２日

【お問い合わせ】
瑞用寺　〒444－0322
愛知県西尾市巨海町宮岸３５
TEL&FAX　0563（59）4028

第139号 （8）

瑞用寺
ずい  よう    じ

Vol.37

何 でも

け
ん 

お
う 

ぜ
ん 

か
い

え
い
ろ
く

か
い
ひ
ん 

ど
う 

ぞ
く

ひ   

え
い 

ざ
ん

て
ん
め
い

し
ょ
う
と
く

め
い  

わ

と
な

　

今
回
は
、西
尾
市
巨
海
町
に
あ
る

「
海
平
山 

紫
雲
院 

瑞
用
寺
」を
訪
ね

ま
し
た
。

こ　

 

み

▼
▼

▼

か
い 

へ
い  

ざ
ん

し　

う
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い
ん

ず
い 

よ
う  

じ
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