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第140号 （2）

　

日
本
の
言
葉
に
「
欺
く
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

自
然
と
嫌
な
心
に
な
り
ま
す
。

　

天
を
欺
き
、
佛
を
欺
き
、

人
を
欺
き
、
そ
し
て
忘
れ
て

な
ら
な
い
の
は
、
自
分
自
身

を
欺
く
こ
と
で
す
。

　

人
間
は
、
他
の
動
物
よ
り

も
知
恵
が
あ
り
、
こ
の
知
恵

で
知
ら
ず
し
て
自
分
自
身
を

欺
い
て
い
る
の
が
、
私
ど
も

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

明
治
の
中
頃
、
京
都
で
あ

る
高
僧
の
集
ま
り
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
会
議
も
終
わ
り
、

小
品
の
好
い
精
進
料
理
が
並

び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
語
り
合
い

な
が
ら
戴
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

す
る
と
、
あ
る
高
僧
の
ひ

と
り
が
お
吸
い
物
を
一
口
し

た
と
た
ん
、

「
お
や
、
こ
れ
は
妙
だ
。
精

進
で
は
な
い
。
生
臭
の
味
だ
。

今
す
ぐ
料
理
人
を
呼
べ
」

と
声
を
荒
げ
ま
し
た
。
下
座

に
現
れ
た
料
理
人
に
対
し
、

「
私
は
今
こ
の
お
吸
い
物
を

戴
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は

生
臭
の
味
だ
。
私
は
九
才
の

折
、
佛
に
誓
っ
て
僧
と
な
り
、

今
日
ま
で
生
臭
を
口
に
し
た

こ
と
は
な
い
。
こ
の
始
末
を

ど
う
し
て
く
れ
る
か
？
」

鬼
の
行
相
で
鋭
く
述
べ
た
の

で
す
。
こ
れ
を
下
座
で
聴
い

て
い
た
料
理
人
は
、

「
御
坊
さ
ま
、
ま
こ
と
に
申

し
上
げ
に
く
い
が
、
よ
く
生

臭
の
味
と
お
わ
か
り
に
な
り

ま
し
た
ね
。
今
、
九
才
の
時

よ
り
生
臭
は
口
に
し
て
な
い

と
言
わ
れ
た
が
、
生
臭
の
味

と
お
解
り
に
な
っ
た
の
は
、

す
で
に
生
臭
を
お
召
し
に

な
っ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ

う
」

　

さ
て
、
皆
さ
ま
は
こ
の
遣

り
取
り
を
ど
の
よ
う
に
お
感

じ
に
な
り
ま
し
た
か
。

　
　
　
　
欺
く

　

私
ど
も
は
、
天
を
欺
き
、

佛
を
欺
き
、
自
分
を
大
き
く

欺
く
生
活
を
し
て
い
る
と
思

い
ま
せ
ん
か
。
私
は
昨
夜
の

勤
め
の
折
、
一
日
の
出
来
事
、

特
に
自
分
の
汚
い
心
を
思
い

出
し
て
、

「
こ
ん
な
汚
い
心
の
私
で
す

が
」

と
佛
さ
ま
に
心
の
中
で
語
り

ま
す
。
大
声
で
人
に
聞
こ
え

る
よ
う
に
語
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
一
刻
で
よ
い
か
ら
、

佛
さ
ま
を
欺
い
た
自
分
を
、

見
つ
め
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
欺
く
】

鈴
木  

晧
道

前
布
教
講
習
所 

所
長

慈
光
院 

住
職

慈 光 26

あ
ざ
む

あ
ざ
む

こ   

ひ
ん

い
た
だ

し
よ
う
じ
ん
り
ょ
う
り

な
ま
ぐ
さ

し
も  

ざ

お    

ぼ
う

ゆ
う
べ

お
つ
と

や

　「　「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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10

宝
蔵
寺
住
職　

小
島
英
裕

　

芥
子
国
は
、

「
こ
れ
は
神
さ
ま
の
お
導
き
だ
」

と
喜
び
、
役
人
と
共
に
牢
獄
に
行
き
ま

し
た
。
役
人
は
番
所
で
待
ち
、
芥
子
国

は
一
人
で
中
へ
入
り
、
牢
獄
を
見
渡
し

ま
し
た
。

「
こ
の
牢
獄
の
中
に
賢
問
子
と
い
う
方

は
い
ま
す
か
。
お
父
さ
ん
、
賢
問
子
さ

ん
」

と
呼
び
掛
け
ま
し
た
。
そ
の
声
を
聞
い

た
賢
問
子
は
不
思
議
に
思
い
、
牢
獄
の

窓
よ
り
覗
き
見
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
幼

い
子
ど
も
が
涙
を
流
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
様
子
を
見
て
賢
問
子
は
声
を
掛
け

ま
し
た
。

「
お
前
は
誰
だ
。
ど
う
し
て
私
の
名
前

を
呼
ぶ
。
私
が
賢
問
子
だ
」

「
お
父
さ
ん
。
お
父
さ
ん
な
の
。
息
子

で
す
、
息
子
の
芥
子
国
で
す
」

「
息
子
。
お
前
は
本
当
に
私
の
息
子
な

の
か
。
私
の
息
子
と
い
っ
て
も
証
拠
が

無
い
」

「
お
父
さ
ん
は
唐
に
居
た
時
、
私
の
母

柳
営
女
と
結
婚
し
て
い
た
は
ず
で
す
。

十
一
年
前
、
鑿
一
丁
で
作
っ
た
木
の
大

鳥
に
乗
っ
て
日
本
に
帰
っ
た
で
し
ょ
う
。

そ
の
時
、
母
に
預
け
た
鑿
、
こ
れ
が
親

子
の
証
で
す
」

「
こ
れ
は
、
春
日
明
神
さ
ま
か
ら
戴
い

た
家
宝
の
鑿
。
お
前
が
あ
の
時
の
子
な

の
か
。
息
子
な
の
か
」

　

親
子
の
対
面
を
果
た
し
た
芥
子
国
は
、

父
賢
問
子
の
姿
を
よ
く
よ
く
見
ま
し
た
。

髪
は
長
く
、
髭
も
伸
び
、
顔
さ
え
見
え

ま
せ
ん
で
し
た
。
や
せ
細
っ
た
身
体
は
、

見
る
も
無
残
な
姿
で
し
た
。
芥
子
国
は
、

「
お
父
さ
ん
が
唐
で
造
っ
た
阿
弥
陀
さ

ま
は
、
今
も
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い

ま
す
。
そ
ん
な
凄
い
仏
さ
ま
を
造
る
人

に
悪
い
こ
と
な
ん
て
出
来
ま
せ
ん
。
私

が
代
わ
り
に
牢
獄
に
入
り
ま
す
」

と
牢
獄
の
窓
に
し
が
み
つ
き
、
大
声
を

あ
げ
泣
き
ま
し
た
。

　

賢
問
子
は
、

「
私
に
は
罪
が
あ
る
の
だ
。
私
の
代
わ

り
に
牢
獄
に
入
る
こ
と
は
な
い
。
心
配

す
る
な
」

と
涙
を
流
し
芥
子
国
に
言
い
ま
し
た
。

す
る
と
芥
子
国
は
首
を
横
に
振
り
言
い

ま
し
た
。

「
お
父
さ
ん
を
置
い
て
唐
に
帰
る
訳
に

は
行
き
ま
せ
ん
。
お
父
さ
ん
の
罪
が
晴

れ
る
よ
う
に
、
毎
日
春
日
明
神
さ
ま
に

お
願
い
に
行
き
ま
す
。
お
父
さ
ん
も
こ

こ
で
一
緒
に
お
願
い
し
て
下
さ
い
」

　

芥
子
国
は
直
ち
に
牢
獄
を
後
に
し
て
、

春
日
大
社
に
向
か
い
、
本
殿
の
前
で
叫

び
ま
し
た
。

「
私
の
命
と
引
き
換
え
に
し
た
と
し
て

で
も
、
罪
の
な
い
父
を
ど
う
ぞ
お
助
け

下
さ
い
。
父
を
牢
獄
か
ら
出
し
て
下
さ

い
」
（
つ
づ
く
）

賢
問
子
、親
子
対
面

り
ゅ
う
え
い  

に
ょ

第
六
話

け　

 

し　

  

こ
く

け
ん  

も
ん    

し

の
み

ひ
げ

い
っ
ち
ょ
う

お
お

と
り



　雄鳥が片足を挙げて
じっとこちらを見つめ、
羽は墨の濃淡で模様を描
き分けています。作風な
どから若冲の四十代前半
の作と考えられます。

　

私
が
初
め
て
宝
蔵
寺
を
訪
れ
た
の
は
、

二
〇
一
一
年
十
一
月
下
旬
、
小
島
御
住

職
の
晋
山
式
を
間
近
に
ひ
か
え
た
ご
多

忙
な
時
期
で
御
住
職
は
不
在
で
し
た
が
、

伊
藤
家
の
お
墓
へ
の
お
参
り
を
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
墓
石
に
彫
ら

れ
た
名
前
な
ど
を
調
査
す
る
た
め
、
翌

年
三
月
に
再
訪
を
許
さ
れ
ま
し
た
。
宝

蔵
寺
に
あ
る
伊
藤
家
の
史
料
は
、
美
術

史
家
の
秋
山
光
夫
氏
（
一
八
八
八
〜
一

九
七
七
）
が
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
一
昨
年
以
来
の
再
調
査
に
よ
っ
て

新
し
い
事
実
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
晩
年
一
緒
に
生
活
を
し
て

い
た
妹
と
考
え
ら
れ
て
い
た
人
物
が
、

実
は
早
く
亡
く
な
っ
た
弟
の
妻
で
あ
っ

た
こ
と
や
伊
藤
家
の
人
々
の
没
し
た
年

や
年
齢
な
ど
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

贋
作
と
さ
れ
て
き
た
若
冲
筆
「
竹
に
雄

鶏
図
」
が
、
四
〇
代
前
半
頃
の
作
と
考

え
ら
れ
る
す
ば
ら
し
い
作
品
だ
っ
た
の

は
大
き
な
収
穫
で
し
た
。
宝
蔵
寺
に
は
、

こ
の
作
品
の
ほ
か
拓
版
画
と
よ
ば
れ
る

技
法
で
つ
く
ら
れ
た
「
髑
髏
図
」
や
処

冲
と
い
う
人
物
が
描
い
た
「
蟹
図
」
な

ど
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
一
部
は
今

年
か
ら
開
催
さ
れ
る
若
冲
生
誕
会
の
と

き
に
公
開
さ
れ
ま
す
。

　

若
冲
自
身
は
、
相
国

寺
や
晩
年
を
過
ご
し
た

石
峰
寺
な
ど
禅
宗
へ
帰

依
し
ま
し
た
が
、
宝
蔵

寺
は
も
ち
ろ
ん
本
山
で

あ
る
誓
願
寺
も
ま
た
伊

藤
家
に
と
っ
て
特
別
な
お
寺
で
あ
っ
た

こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
二
股
大
根

が
画
面
の
中
央
で
横
に
な
り
、
そ
の
周

り
を
野
菜
た
ち
が
囲
ん
で
い
る
「
果
蔬

涅
槃
図
」
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
は

も
と
誓
願
寺
に
伝
わ
っ
た
作
品
で
、
若

冲
が
伊
藤
家
一
族
の
冥
福
と
子
孫
繁
栄

を
願
っ
て
描
い
た
も
の
で
し
ょ
う
。
伊

藤
家
一
族
の
墓
石
や
史
料
が
こ
れ
か
ら

も
末
長
く
保
存
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
切

に
願
い
ま
す
。

髑髏図

表紙「竹に雄鶏図」
解 説
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去
る
10
月
12
日
〜
16
日
の
５
日
間
に

渡
り
、
京
都
の
総
本
山
誓
願
寺
に
於
い

て
井
ノ
口
泰
淳
管
長
猊
下
の
も
と
、
曼

荼
羅
相
承
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

曼
荼
羅
相
承
と
は
、
お
祖
師
さ
ま
で

あ
ら
れ
る
西
山
国
師
が
感
得
し
た
當
麻

曼
荼
羅
の
奥
義
を
、
師
か
ら
弟
子
へ
と

口
伝
に
よ
っ
て
伝
え
る
も
の
で
、
誓
願

寺
で
開

さ
れ
る
の
は
実
に
17
年
ぶ
り

と
の
こ
と
。
西
山
三
派
か
ら
浄
土
宗
西

山
深
草
派
44
人
、
西
山
浄
土
宗
37
人
、

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派
23
人
の
計
１
０

４
名
の
受
者
が
一
堂
に
会
し
ま
し
た
。

　

12
日
の
９
時
に
登
山
し
受
付
を
済
ま

せ
る
と
、
す
ぐ
に
麻
で
織
ら
れ
た
薄
茶

色
の
涅
槃
衣
に
着
替
え
ま
す
。
受
者
は

５
日
間
こ
の
涅
槃
衣
を
着
て
過
ご
し
ま

す
。
す
ぐ
に
本
堂
に
入
り
開
闢
の
法
要
、

曼
荼
羅
相
承
の
始
ま
り
で
す
。
本
堂
正

面
に
掛
け
ら
れ
た
曼
荼
羅
を
拝
し
な
が

ら
、
百
人
以
上
も
の
僧
侶
が
一
斉
に
称

え
る
お
経
は
圧
巻
。
幾
重
に
も
堂
内
に

響
き
渡
る
そ
の
声
は
、
こ
れ
か
ら
始
ま

る
曼
荼
羅
相
承
へ
の
決
意
を
新
た
に
さ

せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
度
相
承
し
た
當
麻
曼
荼
羅
と
は
、

奈
良
の
當
麻
寺
の
ご
本
尊
と
し
て
祀
ら

れ
て
い
る
大
き
さ
４
メ
ー
ト
ル
角
も
あ

る
図
像
の
こ
と
で
、
天
平
の
昔
中
将
姫

が
極
楽
浄
土
の
様
子
を
蓮
糸
で
一
夜
に

し
て
織
り
あ
げ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
「
観
無
量
寿
経
」
と
い
う
お
経

の
教
え
に
沿
っ
て
説
か
れ
て
あ
り
、
管

長
猊
下
の
ご
尊
講
、
そ
し
て
稲
吉
師
の

助
講
で
は
、
全
体
の
絵
解
き
の
講
義
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
人
ひ
と
り
、
鳥
一
羽
な
ど
の
細
部

に
至
る
ま
で
、
そ
の
深
い
意
味
や
教
え

に
つ
い
て
詳
し
く
ご
講
義
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
そ
の
内
容
の
難
し
さ
に
頭
を
悩

ま
す
と
こ
ろ
も
多
々
あ
り
ま
し
た
が
、

今
回
の
ご
尊
講
、
助
講
を
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
我
が
宗
派
の
教
義
の
根
幹

と
な
る
「
観
無
量
寿
経
」
の
造
詣
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
浄
土
宗
西

山
深
草
派
の
僧
侶
と
し
て
の
自
信
に
繋

が
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

４
日
間
の
ご
尊
講
、
助
講
の
講
義
日

程
が
終
了
す
る
と
、
５
日
目
の
最
終
日

に
は
曼
荼
羅
伝
法
の
儀
式
が
本
堂
に
て

執
り
行
わ
れ
ま
す
。

 

堂
内
に
入
る
光
を
全
て
遮
り
、
そ
の
荘

厳
で
ピ
ン
と
張
り
つ
め
た
緊
張
感
漂
う

暗
闇
の
中
、
た
っ
た
二
本
の
蝋
燭
の
灯

り
の
も
と
、
受
者
の
代
表
が
伝
灯
師
で

あ
る
管
長
猊
下
の
御
前
に
跪
き
、
曼
荼

羅
の
教
え
を
授
け
与
え
る
こ
と
を
乞
い

願
い
ま
す
。
す
る
と
伝
灯
師
が
、
「
よ

し
、
わ
か
っ
た
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
に

錫

を
横
に
振
っ
て
鳴
ら
し
、
口
伝
に

よ
っ
て
そ
の
教
え
を
授
け
て
下
さ
い
ま

す
。
粛
々
と
伝
法
の
儀
式
が
執
り
行
わ

れ
る
中
、
伝
灯
師
が
曼
荼
羅
の
教
え
を

伝
え
終
え
る
と
堂
内
に
灯
り
が
点
き
、 

お
勤
め
を
し
た
後
、
受
者
に
印
證
が
授

与
さ
れ
ま
す
。

 

伝
法
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
管
長
猊
下
の

ご
挨
拶
で
は
、
１
０
４
人
も
の
受
者
が

無
事
に
満
行
出
来
た
こ
と
を
心
か
ら
お

慶
び
く
だ
さ
り
、
そ
の
お
言
葉
に
胸
が

熱
く
な
る
の
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。

 

今
回
、
曼
荼
羅
相
承
を
や
り
遂
げ
た
そ

の
感
動
と
自
信
を
胸
に
、
今
後
理
解
を

よ
り
一
層
深
め
、
檀
信
徒
へ
の
布
教
に

役
立
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

 

報
土
院
住
職　

酒
井
安
仁

曼
荼
羅
相
承
を
受
け
て

い      

の   
ぐ
ち   

た
い
じ
ゅ
ん

く　

 

で
ん

か
ん
ち
ょ
う  

げ
い   

か

せ
い   

ざ
ん  

こ
く   
し

た
い   

ま

か
い   

え
ん

せ
い   

ざ
ん   

さ
ん   

ぱ

じ
ょ
う  
ど  
し
ゅ
う 

せ
い

せ
い    

ざ
ん
じ
ょ
う    

ど  

し
ゅ
う

じ
ょ
う  

ど  

し
ゅ
う
せ
い    

ざ
ん 

ぜ
ん  

り
ん    

じ      

は

じ
ゅ   

し
ゃ

ね     

は
ん   

え

か
い 

び
ゃ
く

い
く    

え

た
い   

ま    

で
ら

ま
つ

ず    

ぞ
う

て
ん 

ぴ
ょ
う

ち
ゅ
う
じ
ょ
う
ひ
め

ご
く  

ら
く  

じ
ょ
う  

ど

は
す  

い
と

か
ん   

む    

り
ょ
う
じ
ゅ  

き
ょ
う

そ
ん  

こ
う

ぞ
う  

け
い

つ
な

ま
ん    

だ     

ら     

で
ん  

ぽ
う

そ
う

ろ
う  

そ
く

あ
か

で
ん  

と
う    

し

ま
え

ひ
ざ
ま
づ

よ
ろ
こ

み

し
ゃ
く
じ
ょ
うし

ゅ
く
し
ゅ
く

い
ん
し
ょ
う

ほ
う　

 

ど　
い
ん

さ
か　

い　

 

あ
ん  

じ
ん

ま
ん    

だ     

ら

ざ
ん  

ふ
か   

く
さ    

は

じ
ょ　

こ
う

ご
ん

ま
ん　

  

だ       

ら     

そ
う   

じ
ょ
う



第140号 （6）

　

川
岸
に
は
船
頭
が
待
っ
て
い
て
、

す
ぐ
に
ボ
ー
ト
に
乗
り
込
ん
だ
。

乗
り
合
い
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、

結
構
大
き
な
ボ
ー
ト
に
僕
た
ち
二

人
だ
け
だ
っ
た
。
日
の
出
前
後
が

最
も
観
光
客
が
多
い
の
で
、
昼
下

が
り
で
は
客
は
殆
ど
い
な
い
の
だ

ろ
う
が
、
か
え
っ
て
僕
た
ち
に
は

そ
の
方
が
好
都
合
だ
っ
た
。

　

お
も
む
ろ
に
利
子
は
愛
犬

『
龍
』
の
遺
骨
を
取
り
出
し
、
約

束
通
り
ガ
ン
ガ
ー
に
二
人
で
流
し

た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
彼
女

は
涙
を
拭
い
つ
つ
自
分
の
両
親
の

遺
髪
を
も
持
っ
て
き
て
い
て
、

そ
っ
と
流
し
た
。
川
面
に
向
か
っ

て
僕
た
ち
は
手
を
合
わ
せ
た
。

　

ガ
ン
ガ
ー
を
上
流
に
斜
め
に
向

か
っ
た
ボ
ー
ト
は
、
流
れ
に
逆
ら

い
な
が
ら
も
対
岸
に
あ
る
、
ラ
ー

ム
ナ
ガ
ル
城
の
城
塞
博
物
館
近
く

の
岸
に
た
ど
り
着
い
た
。
岸
辺
か

ら
道
路
に
出
る
ま
で
の
広
い
砂
地

に
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
人
糞

が
散
在
し
て
い
た
。
近
く
の
住
人

た
ち
が
水
を
入
れ
た
壺
を
片
手
に
、

毎
朝
こ
こ
に
来
て
、
少
し
ず
つ
位

置
を
変
え
な
が
ら
用
を
足
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
踏
ま
な
い
よ
う
に

注
意
を
払
い
な
が
ら
、
僕
た
ち
は

道
路
に
向
か
っ
た
。

　

博
物
館
の
回
り
に
は
沢
山
の
店

が
あ
り
、
炎
天
下
で
ボ
ー
ト
に

乗
っ
て
い
た
為
、
喉
も
渇
い
て
い

て
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
が
美
味
し
そ
う

だ
っ
た
の
で
、
船
頭
さ
ん
に
も
一

杯
お
ご
っ
て
喉
を
潤
し
た
。
船
頭

さ
ん
は
、
出
口
付
近
で
待
つ
と
い

う
約
束
で
、
僕
た
ち
は
博
物
館
に

入
っ
た
。
城
の
各
部
屋
に
は
、
ム

ガ
ル
帝
国
時
代
の
武
器
や
日
用
品

な
ど
が
数
多
く
展
示
し
て
あ
っ
た
。

　

帰
り
の
ボ
ー
ト
は
行
き
と
は
逆

に
、
流
れ
に
乗
っ
て
い
た
の
で
速

か
っ
た
。
途
中
、
漕
ぎ
手
を
僕
に

交
代
し
て
く
れ
て
オ
ー
ル
を
握
っ

た
ら
、
オ
ー
ル
の
柄
が
孟
宗
竹
の

様
な
太
い
竹
で
、
小
さ
な
手
の
僕

に
は
握
る
の
に
苦
労
を
し
た
の
だ

が
、
す
ぐ
に
要
領
を
掴
み
ス
ム
ー

ズ
に
漕
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

　

ホ
テ
ル
に
帰
る
と
フ
ロ
ン
ト
の

男
が
、
部
屋
の
ド
ア
が
変
だ
と
言

う
の
で
つ
い
て
行
く
と
、

は
掛

か
っ
て
い
る
の
に
、
ド
ア
を
強
く

押
す
と
内
側
に
少
し
開
い
て
し
ま

う
。
ド
ア
は
部
屋
の
外
側
に
開
く

状
態
だ
が
、
ヘ
タ
に
閉
じ
る
と
、

止
ま
る
は
ず
の
柱
の
穴
に
金
具
が

引
っ
か
か
ら
ず
通
り
越
し
、
ド
ア

が
内
側
に
行
き
過
ぎ
る
の
だ
。
普

通
な
ら
ド
ア
が
止
ま
る
よ
う
に
細

い
角
材
を
柱
に
沿
わ
せ
て
お
く
の

に
、
そ
れ
が
な
い
の
で
あ
る
。
取

り
敢
え
ず
盗
ま
れ
た
物
が
な
い
か
、

バ
ッ
ゲ
ー
ジ
を
開
け
て
、
特
に
貴

重
品
が
な
く
な
っ
て
い
な
い
か
を

急
い
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
別
に
異

常
は
な
か
っ
た
の
で
大
丈
夫
だ
と

答
え
て
帰
っ
て
も
ら
っ
た
。

釈
然
と
し
な
か
っ
た一
日

岩瀬 賢良岩瀬 賢良東龍寺 住職東龍寺 住職 岩瀬 賢良東龍寺 住職

ガンジス川でボート漕ぎ

インドインド
夫婦道中記夫婦道中記

インド
夫婦道中記
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し
ゃ
く
ぜ
ん

り
ゅ
う

じ
ょ
う
さ
い
は
く 

ぶ
つ 

か
ん

じ
ん
ぷ
ん

の
ど

う
る
お

と

あ

も
う 

そ
う 

だ
け

こ

つ
か

と
し　

こ

せ
ん 

ど
う

ほ
と
んか

わ   
も

その1



総
本
山
誓
願
寺
だ
よ
り

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

四
月

●
五
日（
土
）

　

花
ま
つ
り

●
十
五
日（
火
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
二
十
三
日（
水
）〜
二
十
五
日（
金
）

　

元
祖
法
然
上
人
御
忌
法
要

五
月 

●
十
八
日（
日
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日　

六
月 

●
一
日（
日
）

　

和
泉
式
部
忌

●
十
九
日（
木
）　

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

七
月 

●
十
四
日（
月
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

八
月 

●
十
五
日（
金
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
六
日（
土
）　

　

精
霊
送
り・盆
施
餓
鬼

●
二
十
日（
水
）〜
二
十
一
日（
木
）　

　

少
年
少
女
参
拝
団

◆
お
も
な
行
事
予
定

◎少年少女参拝団　参加者募集◎
　毎年夏休みに小学校５年
生、６年生を対象に行ってい
ます。今年は８月２０日（水）、２
１日（木）の２日間となります。
定員は６０名、達し次第お断り
させて頂きます。各寺院へ募
集要項をお
知らせしま
すので、詳し
くはそちらを
ご覧下さい。

第140号（7）

　

宝
蔵
寺
と
関
係
の
あ
る
江
戸
時
代
の
画
家
は
誰
で
し
ょ

う
？
漢
字
四
文
字
で
お
答
え
下
さ
い
。

　
　

官
製
は
が
き
に
、
答
え
、
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
下
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
、
は
が
き
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
、
蓮
華
寺
さ
ま
よ
り
風
呂
敷
、
本
山
謹
製
線
香

を
そ
れ
ぞ
れ
５
名
の
方
、
合
計
10
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
。

【
問
題
】

【
宛
先
】
〒
四
四
四

〇
三
一
四

西
尾
市
下
矢
田
町
郷
二

　
　
　
　
　

養
寿
寺
内
　

ち
か
い
編
集
係

　
　

【
締
切
】
五
月
十
日

　
　
　
　
　

（
消
印
有
効
）

発
行
日
　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
五
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
140
号

○
○
○
○



　昭和18年、名古屋市中区古渡に生まれる。父親の戦死により、祖父の居る稲沢市真福寺に疎開。佛教大学卒。大谷大学
修士課程修了。昭和43年、蓮華寺に入って稲田姓となり、昭和46年住職拝命。名古屋で唯一の深草派寺院の住職として月
参りに専心しつつ、宗派の教育機関である宗学院・布教講習所において講義を担当。

いな      だ　 じゅん  がく

こん たい さん

れん   げ    じ

（蓮華寺　第28世） 71歳

ほう   ち   いん

稲田順学師

【交通】
ＪＲ・名鉄・近鉄で「名古屋駅」下車。
タクシーで数分。徒歩１５分。
【年中行事】
修正会
春彼岸会墓経
花まつり
盂蘭盆会墓経
精霊送り供養
盆施餓鬼会
永代経祠堂法要
【お問い合わせ】
蓮華寺
〒450－0003
愛知県名古屋市中村区名駅南2-2-15
TEL 052－561－3901
FAX 052－561－8079

第140号 （8）

蓮
華
寺

れ
ん  

げ      

じ

　当寺は、延宝７年（１６７９）、深蓮社
入誉松音恵信上人が名古屋城下堀川
の西端に建てた草庵に始まります。元
禄年中（１６８８～１７０４）、海西郡山路
村蓮華寺の号をここに移しました。昔
の地名は「広井村内屋敷」といいます。
　安永７年（１７７８）、火災によって全
焼。文化３年（１８０６）、深草派本山誓
願寺の末寺となりました。この間、所属
の本寺も住職も頻繁に入れ替わってい
たようです。
　第１２世中興封空禅耕利見上人が本
堂・庫裡を再建し、文化４年（１８０７）、
「香衣地」という寺格を再興されました。
以後、寺運は開け、第１３世塲空宏道
上人は大本山圓福寺に晋山。尾張藩主
徳川斉朝公も二度来訪されたそうです。
　しかし昭和９年（１９３４）、都市計画
により墓地を八事霊園に移転。昭和２０
年５月１７日早朝の名古屋大空襲で本

Q1 お寺の歴史を
教えて下さい。

Q2 お寺の宝物は
何ですか？

堂以下全焼し、往時の面影を失いまし
た。
　昭和２２年、第２７世成空太道上人が
仮御堂を建てましたが、昭和４１年に
５９歳で急逝。法兄弟の谷川凖照師に
代務住職を仰ぎ、縁故寺院の扶助のも
と、成空上人のお庫裡が資格を取って
月参りを継承し、寺と檀信徒を守りまし
た。昭和５７年、鉄筋コンクリートの現
本堂が完成しました。

　戦災をくぐり抜けた過去帳（檀信徒
霊名簿）と、そして何より檀信徒の計り
知れない芳志で再建されたこの本堂
です。
　戦時中は、住職の成空上人が従軍し
ており、留守を守ったお庫裡が、焼夷
弾の降る中、かろうじて御本尊と過去
帖一冊のみを運び出し、新城市海老の
実家に疎開しました。
　過去帳は、明治元年以降の記録を昭
和１２年に筆写新調したものです。そ
の筆を執ったのは、奇しくも当時、蓮華
寺を手伝っていた私の実父、村下圭仙

　今回は名古屋市の「金袋山 
宝池院 蓮華寺」を訪ねました。

Q3 お坊さんとしての
心がけは？

Q4 読者へのプレゼントを
お願いします。

（東山禅林寺第78世大空圭学大和尚
の弟子）でした。また昭和20年のペー
ジには、復員した太道上人の手で空襲
罹災の経緯や終戦の記録が刻まれて
います。
　そして、戦後の困難な時代を共に乗
り越えた檀信徒から寄せられた、たくさ
んの浄財によって再建を果たしたのが
今の本堂です。これにまさる宝はあり
ません。

　一遍上人のお歌「心より　心を得ん
と　心得て　心にまよう　心なりけ
り」が身にしみている私ですが、日々、
檀信徒の皆さんから頂いているねんご
ろな心尽くしに応えていけるように心
がけています。

　平成１９年（２００７）に書斎と庫裡を
兼ねた「瑞芳文庫」を新築した際の記
念品の風呂敷を5名様に差し上げます。

▲

本
堂
外
観

▲

過
去
帳

▲

本
堂
内
陣

Vol.38

何 でも

元旦
３月中旬の土日
４月８日
８月上旬の土日
８月１５日
８月１６日
１１月中旬の日曜

じんれんじゃ

にゅうよしょうおん え しん

ほうくうぜんこう  り けん

ひんぱん

く　 り

こう え ち

じょうくう こうどう

とくがわなりとも

えんぷくじ

じょうくうたいどう

きゅうせい

かり み どう

たにがわじゅんしょう

しょうい

だん

そ かい

と く

むらしたけいせん

とうざん ぜんりん じ

り　さい

だいくうけいがくだい お しょう

ずいほうぶん こ
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