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浄
土
宗
西
山
深
草
派
布
教
師
会
の

浄
土
宗
西
山
深
草
派
布
教
師
会
の

　
　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
紹
介
で
す

　
　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
紹
介
で
す

浄
土
宗
西
山
深
草
派
布
教
師
会
の

　
　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
紹
介
で
す

お
お

て
ん  

か
ん

ま  

ご
こ
ろ

　

自
分
中
心
に
物
事
を
考
え
て
し
ま
う
私
た
ち
で

す
。
法
然
上
人
が
、
「
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ

し
」
と
仰
せ
ら
れ
た
の
は
、
感
謝
を
忘
れ
が
ち
な

私
た
ち
に
、
目
に
は
見
え
な
い
真
心
に
気
づ
く
た

め
、
日
頃
か
ら
感
謝
の
心
を
育
て
る
た
め
に
、
お

説
き
下
さ
っ
た
の
で
す
。

　

苦
し
み
が
楽
し
み
と
な
り
、
悲
し
み
が
喜
び
と

な
る
に
は
、
心
を
転
換
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
気
づ
く
こ
と
、
目
覚
め
る
こ
と
で
す
。

　

こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.fukakusa-

fukyou.net/

）で
、
き
っ
と
忘
れ
て
い
た
こ
と
、
気

づ
か
な
か
っ
た
こ

と
、
本
当
の
真
心

に
出
会
う
こ
と
が

出
来
る
で
し
ょ
う
。

小島雅道師

インターネット法話
季節の法話
若手布教師の実演
（http://www.fukakusa-fukyou.net/）

布
教
師
会
理
事
長

お説教（法話／説法）を音声で
　　　　　　　ご紹介をしております。
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誓
願
寺
の
阿
弥
陀
さ
ま
は
花
車
に
乗
せ
ら

れ
、

「
花
車
に
は
三
本
の
縄
を
付
け
、
人
々
に
引

い
て
も
ら
い
仏
縁
を
結
ぶ
よ
う
に
」

と
の
命
令
で
、
多
く
の
人
々
が
縄
に
取
り
付

き
、
念
仏
の
声
と
共
に
花
車
を
引
い
て
い
ま

す
。
そ
し
て
今
日
は
、
京
都
、
木
津
の
里
に

住
ん
で
い
る
念
仏
信
者
の
母
親
と
そ
の
息
子

夫
婦
が
住
ん
で
い
る
街
道
を
通
る
日
で
す
。

「
母
に
病
気
が
な
け
れ
ば
、
一
番
に
阿
弥
陀

さ
ま
を
お
見
送
り
で
き
る
の
に
。
長
い
間
、

病
気
の
体
で
残
念
だ
」

と
夫
婦
が
話
し
て
い
る
と
、
母
は

「
見
送
り
に
行
け
な
い
状
況
に
は
な
っ
た
が
、

せ
め
て
こ
の
里
に
阿
弥
陀
さ
ま
が
お
ら
れ
る

間
に
往
生
し
た
い
」

と
合
掌
し
ま
し
た
。

「
そ
ろ
そ
ろ
お
迎
え
が
来
る
か
も
し
れ
な
い

の
で
、
今
日
目
の
前
を
阿
弥
陀
さ
ま
の
行
列

が
通
る
時
、
私
を
表
へ
連
れ
出
し
て
花
車
を

拝
ま
せ
て
欲
し
い
」

と
母
は
念
仏
を
絶
や
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
阿

弥
陀
さ
ま
の
行
列
は
早
く
も
す
ぐ
側
ま
で
近

付
き
、
車
の
轟
く
音
が
聞
こ
え
、
人
々
の
念

仏
が
聞
こ
え
ま
す
。
夫
婦
は
、

「
今
だ
」

と
、
病
気
の
母
を
座
蒲
団
に
座
ら
せ
、
二
人

で
母
を
担
い
で
表
の
入
口
に
下
ろ
し
ま
し
た
。

母
は
気
分
爽
や
か
に
合
掌
し
て
待
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
花
車
が
目
の
前
に
来
ま
し
た
。

「
こ
れ
は
阿
弥
陀
さ
ま
が
来
迎
し
て
く
だ

さ
っ
た
の
だ
！
」

と
母
は
手
を
合
わ
せ
、
大
き
な
声
で
念
仏
を

十
返
称
え
な
が
ら
う
つ
む
き
、
頭
を
下
げ
ま

し
た
。
い
つ
も
の
礼
拝
と
思
っ
て
い
る
と
、

ど
う
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
花
車
が
止
ま
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
引
い
て
も
引
い
て
も
花

車
が
動
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と

か
と
母
を
起
こ
し
て
み
れ
ば
、
微
笑
み
な
が

ら
、
息
絶
え
て
い
ま
し
た
。
夫
婦
は
驚
き
、

母
を
抱
き
か
か
え
、

「
こ
ん
な
に
早
く
往
生
し
て
し
ま
っ
た
の
で

す
か
！
」

と
、
声
を
上
げ
て
泣
き
ま
し
た
。
人
々
も
山

が
崩
れ
る
よ
う
に
念
仏
を
称
え
ま
し
た
。
近

所
の
人
々
は
日
頃
よ
り
、

「
仏
婆
」

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、

「
相
変
わ
ら
ず
の
幸
せ
者
」

と
誉
め
称
え
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
花
車
は
軽

く
な
り
、
新
し
い
都
に
向
か
っ
て
急
ぎ
ま
し

た
。
世
の
人
々
は
名
付
け
て
、

「
車
止
め
の
老
婆
」

と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
（
つ
づ
く
）

「
如
来
、
御
利
益

「
如
来
、
御
利
益
」（
後
編
）

（
後
編
）

「
如
来
、
御
利
益
」（
後
編
）

ご　
　

り　
　

 

や
く

総
本
山
誓
願
寺 

執
事 

小
島
英
裕

と
ど
ろ

か
つ

ざ　

ぶ
と
ん

ら
い
は
い

ほ
ほ 

え

ほ
と
け
ば
ば
あ

く
る
ま
ど

ろ
う 

ば

ら
い
こ
う

さ
わ

第
九
話
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お
盆
が
近
付
く
と
日
本
各
地
で
「
施
餓
鬼

法
要
」
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
施
餓
鬼
法

要
の
由
来
は
目
連
尊
者
に
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

目
連
尊
者
は
、
神
通
力
を
使
い
亡
き
母
が

ど
こ
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
か
を
探
す
と
、
餓

鬼
界
で
母
を
見
つ
け
ま
し
た
。
す
る
と
、
肉

は
削
げ
落
ち
ガ
リ
ガ
リ
に
痩
せ
、
目
は
ギ
ョ

ロ
リ
と
見
開
き
、
口
は
大
き
く
、
飢
え
と

渇
き
に
苦
し
む
餓
鬼
の
姿
と
な
っ
て
い
た
の

で
す
。
目
連
尊
者
は
涙
を
流
し
、
神
通
力
を

使
っ
て
母
の
前
に
、
鉢
に
山
盛
り
の
ご
飯
を

差
し
出
し
ま
し
た
。
母
は
、

「
ご
飯
だ
、
ご
飯
だ
、
腹
が
減
っ
て
し
か
た

な
い
」

と
鉢
の
ご
飯
を
食
べ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
す

る
と
、
ご
飯
の
中
か
ら
炎
が
出
て
来
た
の
で

す
。
し
か
し
、
腹
を
空
か
せ
た
母
は
食
べ
た

く
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
炎
が
出
て
い
る

ご
飯
を
口
に
入
れ
る
と
、

「
熱
い
、
熱
い
、
熱
い
」

と
ご
飯
が
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
食
べ
た
く
て

も
食
べ
ら
れ
な
い
苦
し
み
を
ず
っ
と
受
け
続

け
ま
し
た
。

　

そ
の
姿
を
不
憫
に
思
っ
た
目
連
尊
者
は
お

釈
迦
さ
ま
に
す
が
り
ま
し
た
。

「
わ
が
母
は
餓
鬼
界
に
堕
ち
、
飢
え
と
渇
き

の
苦
し
み
を
受
け
続
け
て
お
り
ま
す
。
神
通

力
を
使
っ
て
母
に
ご
飯
を
届
け
て
も
炎
が
出

て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
い
っ

た
い
ど
う
し
た
ら
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

母
が
不
憫
で
な
り
ま
せ
ん
」

と
オ
イ
オ
イ
泣
き
な
が
ら
言
い
ま
し
た
。

「
い
く
ら
神
通
力
を
使
っ
た
と
は
言
え
、
餓

鬼
の
苦
し
み
か
ら
は
救
わ
れ
な
い
。
こ
れ
か

ら
安
居
中
の
７
月
15
日
に
、
自
ら
の
罪
を
懺

悔
す
る
が
よ
い
。
そ
し
て
、
弟
子
た
ち
に
山

海
の
珍
味
を
供
養
す
る
の
だ
。
弟
子
た
ち
は

喜
ん
で
供
養
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
そ
の
喜
び

が
功
徳
と
な
っ
て
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
に
生

れ
た
人
々
の
救
い
と
な
る
の
で
あ
る
」

と
お
釈
迦
さ
ま
は
仰
い
ま
し
た
。

　

７
月
15
日
、
目
連
尊
者
は
お
釈
迦
さ
ま
の

言
わ
れ
た
よ
う
に
し
ま
し
た
。
す
る
と
母
は

餓
鬼
界
か
ら
救
わ
れ
天
界
に
生
ま
れ
変
わ
っ

た
の
で
す
。
こ
の
話
か
ら
始
ま
っ
た
の
が
施

餓
鬼
法
要
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た

母
が
救
わ
れ
た
こ
と
を
涙
を
流
し
、
喜
び
の

あ
ま
り
目
連
尊
者
は
踊
り
出
し
ま
し
た
。
周

り
に
い
た
弟
子
た
ち
も
一
緒
に
踊
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
盆
踊
り
」
の
始
ま
り
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
（
つ
づ
く
）

せ　

が　

き

ほ
う
よ
う

き  

か
いそ

は
ちほ

の
お

ふ　

び
ん

あ
ん 

ご 

ち
ゅ
う

さ
ん

く  

ど
く

が

や

げ

ち
ん  

み

ち
く
し
ょ
う

お
っ
し
ゃ

お

か
わ

第144号（5）

絵
・
豆
田
織
奈　

文
・
釈
尊
法
話
会4

絵

豆

織
奈

文

釈
尊
法

お釈迦さまの
ご生涯
外 伝

じ
ん  

ず
う
だ
い
い
ち

も
く
れ
ん
そ
ん  

じ
ゃ

神
通
第
一
の
目
連
尊
者　
そ
の
2

神通力で母の姿を見る目連尊者
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だ
い  

ぼ   

だ
い

が
い  

と
う

さ
い
わ

さ
わ

ち
ゃ  

み
せ

ろ　

て
ん

み
や
げ    

も
の

と
し  

こ

め   

ぼ
し

じ

ほ
と
ん

は  

し
ま

ぎ　

ふ

み　

 

じ

ぞ
う  

り

り
ゅ
う
ち
ょ
う

ひ
ん

は
ば

こ
ん 

や
く  

し
ゃ

あ
い

け
い  

い

ぶ
っ 

だ
し
ゃ
く
そ
ん

い
ぎ
ょ
う

さ
と

そ
う
り
ょ

あ
ら
た

た
た

ぼ    

だ
い 

じ
ゅ

し
ん 

じ
ゃ

せ
っ 

ぽ
う

さ
い
ち
ゅ
う

さ
く

こ
う
せ
い

つ
く

だ
い  

ざ

か
こ

ど 

き
ょ
う

こ
ん
ご
う   

ほ
う  

ざ

い

が
た

は
だ
し

ま

き
そ
く

ざ 　
ぞ
う

て
い
ね
い

ら
い 

は
い

う
に
ょ
う
さ
ん
そ
う

　

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
着
い
た
の
が
遅

い
時
間
だ
っ
た
の
で
、
荷
物
を
部

屋
に
置
く
と
す
ぐ
僕
た
ち
四
人
は

夕
食
を
と
り
に
外
へ
出
た
。
表
通

り
は
街
灯
も
な
く
暗
か
っ
た
の
で
、

ペ
ン
ラ
イ
ト
で
照
ら
し
な
が
ら
、

マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
院
（
大
菩
提

寺
）
の
方
な
ら
開
い
て
い
る
店
が

あ
る
こ
と
を
願
っ
て
歩
い
た
。
殆

ど
の
店
は
閉
ま
っ
て
い
た
が
、
幸

い
ま
だ
営
業
し
て
い
る
店
が
あ
っ

た
の
で
そ
こ
に
飛
び
込
み
、
さ
さ

や
か
な
夕
食
を
と
る
と
す
ぐ
に
ホ

テ
ル
へ
帰
っ
た
。

　

翌
二
月
二
十
八
日
（
木
）
、
静

か
で
爽
や
か
な
朝
を
迎
え
、
身
支

度
を
整
え
る
と
、
宿
泊
し
た
ホ
テ

ル
・
ア
マ
ル
の
向
か
い
側
に
あ
る

茶
店
で
チ
ャ
イ
を
飲
み
な
が
ら
、

そ
の
日
の
予
定
を
立
て
た
。
そ
の

後
ホ
テ
ル
の
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
を

し
、
マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
院
に
向

か
っ
た
。
寺
院
の
近
く
に
は
露
店

が
並
ん
で
い
た
の
で
、
あ
ち
ら
こ

ち
ら
土
産
物
の
目
星
を
つ
け
た
り
、

利
子
用
の
ゴ
ム
草
履
も
買
っ
た
り

し
て
マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
院
に
近

づ
い
て
行
っ
た
。

　

そ
う
こ
う
し
て
い
る
と
、
身
な

り
の
良
い
日
本
語
の
流
暢
な
青
年

が
僕
た
ち
に
声
を
か
け
て
き
た
。

過
去
二
回
、
こ
の
地
に
来
た
時
に

は
、
あ
ま
り
品
が
良
い
と
は
言
い

難
い
グ
ル
ー
プ
が
幅
を
き
か
せ
て

い
た
が
、
今
回
そ
の
よ
う
な
連
中

に
は
出
く
わ
さ
ず
、
第
一
印
象
で

ハ
イ
カ
ー
ス
ト
ら
し
き
好
青
年
に

声
を
掛
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼

は
寺
院
の
す
ぐ
そ
ば
で
土
産
物
屋

を
や
っ
て
い
る
か
ら
と
僕
た
ち
を

案
内
し
、
婚
約
者
だ
と
い
う
日
本

の
女
性
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。
彼

女
は
岐
阜
羽
島
か
ら
ち
ょ
う
ど
彼

に
会
い
に
来
て
い
て
、
五
月
に
結

婚
し
て
岐
阜
羽
島
で
暮
ら
す
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。
つ
い
で
に
僕
た

ち
の
バ
ッ
ゲ
ー
ジ
を
預
か
っ
て
も

ら
い
、
彼
と
そ
の
友
達
も
加
わ
っ

て
案
内
役
を
し
て
く
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

僕
た
ち
は
先
ず
裸
足
に
な
っ
て

寺
院
に
入
り
（
仏
教
・
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
を
問
わ
ず
、
寺
院
の
中

は
必
ず
裸
足
で
入
る
の
が
規
則
）
、

お
釈
迦
さ
ま
の
座
像
の
前
で
丁
寧

に
礼
拝
を
し
た
後
、
右
遶
三
匝

（
相
手
の
周
り
を
右
回
り
に
三
周

す
る
、
最
高
に
敬
意
を
表
す
挨

拶
）
し
、
仏
陀
釈
尊
の
偉
業
を
改

め
て
讃
え
た
。
寺
院
の
裏
側

（
西
）
の
、
釈
尊
が
覚
り
を
開
か

れ
た
菩
提
樹
の
場
所
に
行
く
と
、

他
の
国
の
僧
侶
が
同
国
の
信
者
の

人
た
ち
に
説
法
を
し
て
い
る
最
中

だ
っ
た
。
お
釈
迦
さ
ま
が
覚
り
を

開
か
れ
た
場
所
の
柵
か
ら
、
そ
の

人
た
ち
が
出
て
く
る
と
、
入
れ
替

わ
り
に
僕
た
ち
が
そ
の
中
に
入
り
、

金
剛
宝
座
（
釈
尊
が
覚
り
を
開
か

れ
た
場
所
を
、
後
世
に
石
で
長
方

形
に
造
っ
た
台
座
。
菩
提
樹
と
マ

ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
院
の
間
に
、
寺

院
に
く
っ
つ
い
て
で
き
て
い
る
）

を
囲
ん
で
座
り
読
経
を
始
め
た
。

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

菩提樹下、金剛宝座の横での説法（ブッダガヤ）

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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や
は
り

ややややややや

パワ
ー・ス
ポ
ッ
ト

パ

や
は
り

や
は
り 

こ
こ
は
こ
こ
は

　
　
　
パワ
ー・ス
ポ
ッ
ト

　
　
　
パワ
ー・ス
ポ
ッ
ト

や
は
り 

こ
こ
は

　
　
　
パワ
ー・ス
ポ
ッ
ト

た
く

さ
つ



八
月

●
十
五
日（
土
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
六
日（
日
）

　

精
霊
送
り・盆
施
餓
鬼

●
二
十
日（
木
）〜
二
十
一
日（
金
）

　

少
年
少
女
参
拝
団

九
月

●
十
八
日（
金
）

　

開
山
歴
代
忌・六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
二
十
日（
日
）〜
二
十
六
日（
土
）

　

秋
彼
岸

十
月 

●
八
日（
木
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
日（
土
）

　

数
珠
供
養
会

●
十
二
日（
月・祝
）

　

策
伝
忌

十
一
月 

●
二
十
日（
金
）

　

西
山
忌

●
二
十
四
日（
火
）　

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

十
二
月 

●
一
日（
火
）

　

仏
名
会

●
八
日（
火
）

　

成
道
会

●
二
十
四
日（
木
）

　

お
身
拭
い
式・六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
三
十
一
日（
木
）

　

除
夜
の
鐘

お
も
な
行
事
予
定

　

去
る
４
月
23
日（
木
）か
ら
25
日（
土
）ま
で
の
３
日

間
、総
本
山
誓
願
寺
に
て「
御
忌
大
会
」が
厳
修
さ

れ
ま
し
た
。参
拝
者
の
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
み
ま

し
た
！

ご
ん
し
ゅ

ぎ
ょ　

 

き　
　

だ
い　

  

え

久
し
振
り
に
本
山
の
御
忌
さ
ま
に

お
参
り
で
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

７０
代
女
性

沢
山
の
お
坊
さ
ん
が
、綺
麗
な
衣
装
を
着
て
歩
い
て
い
る

の
が
印
象
的
で
し
た
。こ
れ
だ
け
い
れ
ば
迫
力
が
あ
り
ま

す
ね
。

4０
代
男
性 本

日
は
父
親
の
納
骨
に
来
ま
し
た
。あ
り
が
た
い
お
経
を

あ
げ
て
頂
き
、嬉
し
か
っ
た
で
す
。

5０
代
女
性

 

の
う
こ
つ

 

き  

れ
い

 

い
し
ょ
う

第144号（7）

御
忌
大
会

　

イ
ン
ド
ド
タ
バ
タ
夫
婦
道
中
記
の
中
で
、
お
釈
迦
さ
ま
が

覚
り
を
開
か
れ
た
場
所
に
後
世
台
座
を
造
り
ま
し
た
。
そ
の

名
前
を
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
、
電
話
番
号
、
菩

提
寺
（
だ
ん
な
寺
）
、
感
想
や
質
問
を
必
ず
書
い
て
ご
応
募
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
差
し
上
げ
ま
す
。
名
前
の
掲
載
が
困
る
方

は
、
そ
の
時
に
ご
返
事
下
さ
い
。
今
回
は
、
浄
珠
院
さ
ま
よ
り
腕
輪
念
珠

を
３
名
さ
ま
、
経
本
念
珠
入
れ
を
３
名
さ
ま
、
本
山
謹
製
線
香
を
５
名
さ

ま
、
合
計
11
名
さ
ま
に
抽
選
し
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

愛
知
県
西
尾
市
下
矢
田
町
郷
二

養
寿
寺
内
　

ち
か
い
編
集
係

【
締
切
】
九
月
三
十
日

（
消
印
有
効
）

発
行
日
　
　

平
成
二
十
七
年
七
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/

ち
か
い　　

第
144
号

○
○
○
○

　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　

答
え
　

○
○
○
○

郵
便
番
号

住
所

氏電
話
番
号

名
菩
提
寺
（
だ
ん
な
寺
）

感
想
・
質
問
等



開
運
殿

本　

堂

聖
徳
太
子
像

【交通】
JR「岡崎」駅より徒歩10分
【主な行事】
２月第１日曜　善光寺七草会
４月第１日曜　御忌
　　　　　　（聖徳太子忌・開山忌）
６月第１日曜　墓地総廻向
８月第１日曜　盆施餓鬼
12月31日　　除夜会
【お問い合わせ】
浄珠院
〒444-0201
愛知県岡崎市上和田町字北屋敷55番地
TEL　0564-52-5253
FAX　0564-51-7764
ホームページ　
http://www.zyousyuin.org/

第144号 （8）

さいでん

たまわ かいさん

いっこう いっ  き

いっとう わ ぼく

しんもんせい

だんざい む　

ぎょき

えいろく

いっこうしゅうもんと

ぶ  うん

ごう か さら

かいうんでんまつ しんこう

ほうねんしょうにん え  でん ふく

なんぼくちょう

むろまち

しか

どくぜん

よ

そ

つく

が  らん

こうはい

ほんろう

ぼ　ち

ふっこう

よしまさ

ぼっしゅう ぶつでん はきゃく

や  はぎがわ

い　な   びぜんのかみ

ただよし

き  しん

じりょう

じ  かくだい し

こうよう

きょうねんりょうとん やすちか

ご   はなぞの ぶ じょう

あん ち

じきさく

▼
▼

▼

法
然
上
人
絵
伝

▼

しょうこうざん だい  かい  じ じょうしゅ いん

先代住職の二男として生まれ、会社勤務を経て、平成元年先代住職の体調不良により寺に戻り、平成４年住職拝命。
趣味は読書。現在、当派の情報デジタル化推進室室長。

（浄珠院　第30世）昭和27年生まれ、62歳平井隆盛師

浄
珠
院

じ
ょ
う
し
ゅ  

い
ん

　当寺は、慈覚大師が聖徳太子直作
の孝養像を安置して開かれた大海寺を、
教然良頓上人（松平二代泰親長男）
が後花園天皇に奉請し、砂金と斎田
を賜り、浄珠院として開山されたお寺で
す。その後起こった一向一揆では、徳
川家康公が当寺に本陣を構えられ、大
久保一統がこれを守護し、和睦の際に
は当寺の聖徳太子の尊像に神文誓
書を交わし、誰も断罪されることなく、無
血で終わったと言われています。しかし、
田中吉政が岡崎城主になると、当寺の
寺領は没収の上、仏殿その他は破却さ
れ、矢作川の改修の用材にされてしま
います。後に、伊奈備前守、徳川家康

Q1 お寺の歴史を
教えて下さい。

Q2 お寺の宝物は
何ですか？

公より寺領を賜り、岡崎藩主水野忠善
公の寄進で旧本堂が造られました。今
の本堂は明治元年から10年ほどか
かって造られるなど、明治以降伽藍が
整備されました。戦後寺領を失い荒廃
するなど、時代に翻弄されたお寺です
が、現在では墓地を整備して、少しずつ
復興しているところです。

　聖徳太子がご自身で造られた孝養
像です。永禄６年（１５９０）の一向一揆
の際には、この尊像に一向宗門徒一
同が和睦を誓い、徳川家康公はその
後武運を開かれました。この尊像は岡
崎城主田中吉政の時に、劫火に晒さ
れ、後に修復されました。徳川家康公
が天下を取られた後には、この尊像を
祀るお堂を開運殿と呼び信仰されまし
た。

　今回は愛知県岡崎市にある
「清光山 大海寺 浄珠院」を訪
ねました。

Q3 お坊さんとしての
心がけは？

Q4 「ちかい」読者に
何か頂けませんか？

　もう一つは、「法然上人絵伝」６幅
（岡崎市指定文化財）です。南北朝か
ら室町前期の絵伝で、元は一向宗の
然るべき寺院にあり、一向一揆の後に、
徳川家康公より賜りました。

　最近は、時代の変化があまりにも激
しくて、お寺に来られる方の気持ちが分
かりにくくなってきています。しかし独善
にならないように、少しでも心に寄り
添って、当寺と縁を結んで頂ける方が
1人でも多く出来るよう、心がけています。

　腕輪念珠を３名さま、経本念珠入れ
を３名さまに差し上げます。
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ひ ら 　  い りゅう  じょう

しょ

けつ


