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謹
賀
新
年

　

新
年　

明
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
さ
ま
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
慶
び
申
し
上

げ
ま
す
。

　

私
も
何
分
老
齢
の
身
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、
日
々
の
法
務
に

就
か
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
事
、

感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　

さ
て
、
天
智
天
皇
さ
ま
に

よ
っ
て
開
か
れ
た
本
山
誓
願
寺

は
、
創
建
千
三
百
五
十
年
の
節

目
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。

　

「
誓
願
寺
縁
起
」
に
よ
る
と
、

天
智
天
皇
さ
ま
は
平
素
よ
り

人
々
の
幸
せ
を
祈
り
、
生
身
の

仏
さ
ま
を
拝
み
た
い
と
願
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
霊
夢
に
よ
り
、

奈
良
の
仏
師
・
賢
問
子
、
芥
子

国
の
親
子
が
造
ら
れ
た
の
が
丈

六
の
御
本
尊
阿
弥
陀
如
来
像
で
、

そ
の
お
姿
は
、
西
方
極
楽
浄
土

の
阿
弥
陀
如
来
に
等
し
い
姿
と

し
て
広
く
人
々
の
信
仰
を
集
め

ま
し
た
。

　

以
来
、
平
安
時
代
に
は
和
泉

式
部
が
念
仏
往
生
さ
れ
、
法
然

上
人
、
西
山
上
人
、
立
信
上
人

が
住
職
を
務
め
ら
れ
、
戦
国
時

代
に
は
豊
臣
秀
吉
の
側
室
・
松

の
丸
殿
さ
ま
が
深
く
帰
依
さ
れ
、

寺
町
三
条
の
現
在
地
移
転
の
際
、

松
の
丸
殿
さ
ま
は
再
興
大
施
主

と
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

賢
問
子
、
芥
子
国
親
子
の
造

ら
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
残
念

な
が
ら
江
戸
時
代
の
火
災
に
よ

り
焼
失
し
ま
し
た
が
、
歴
代
法

主
猊
下
を
中
心
に
復
興
を
遂
げ

今
日
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。

　

西
山
上
人
が
、「
衆
生
の
重
ん

ず
る
宝
、
命
に
過
ぎ
た
る
は
な

し
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
よ
う
に
、

私
た
ち
に
と
っ
て
一
番
大
切
な

の
は
、
ま
ず
自
分
の
命
を
維
持

す
る
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
念

仏
信
者
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
や
天

智
天
皇
さ
ま
の
よ
う
に
、
人
々

の
幸
せ
や
平
和
を
祈
る
こ
と
が

大
事
で
す
。

　

今
年
一
年
の
益
々
の
ご
多
幸

と
ご
健
康
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。

平
成
二
十
九
年　

元
旦

　

総
本
山
誓
願
寺　

第
百
弐
世
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真
阿
上
人
は
、
後
亀
山
天
皇
の
皇
子
で
す
。

応
永
十
七
年
（
一
四
一
〇
）
、
三
十
六
歳
の

時
、
生
あ
る
も
の
は
必
ず
滅
び
る
と
い
う

「
諸
行
無
常
」
を
悟
り
、
誓
願
寺
で
剃
髪
出

家
し
ま
し
た
。
境
内
の
お
堂
に
籠
り
、
深
く

阿
弥
陀
さ
ま
に
帰
依
し
ま
し
た
。
あ
る
時
、

阿
弥
陀
さ
ま
が
夢
の
中
に
現
れ
、
「
真
阿
弥

陀
仏
」
と
名
前
を
授
け
ま
し
た
。
真
阿
上
人

は
た
だ
た
だ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る

念
仏
者
と
な
り
ま
し
た
。

　

将
軍
足
利
義
教
は
、
誓
願
寺
の
阿
弥
陀
さ

ま
に
深
く
帰
依
し
、
何
度
か
参
詣
を
し
ま
し

た
。
そ
の
際
に
、
真
阿
上
人
が
徳
の
高
い
方

だ
と
い
う
こ
と
を
聞
き
、
上
人
と
お
会
い
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
罪
人
の

死
刑
が
執
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
し
た
。

真
阿
上
人
は
、

「
将
軍
さ
ま
、
お
願
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。
お

慈
悲
の
心
で
、
罪
人
を
許
し
て
は
頂
け
な
い

で
し
ょ
う
か
。
殺
生
は
い
け
ま
せ
ん
。
命
を

奪
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」

と
将
軍
に
頼
み
ま
し
た
。
し
か
し
将
軍
は
聞

き
入
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
時
に
上
人
は
一
首
の

歌
を
詠
み
ま
し
た
。

　
　

慈
悲
の
眼
に
　

　
　
に
く
し
と
思
ふ
　
者
ぞ
な
し

　
　
咎
有
身
こ
そ
　
猶
哀
れ
な
り

　

そ
し
て
立
ち
あ
が
り
、
そ
の
場
を
立
ち
去

り
ま
し
た
。
将
軍
は
上
人
を
見
る
と
何
と
円

光
が
現
れ
て
い
ま
し
た
。
将
軍
は
不
思
議
に

思
い
、
真
阿
上
人
の
信
者
と
な
り
十
念
を
受

け
、
上
人
の
願
い
通
り
罪
人
の
死
刑
を
取
り

や
め
、
許
し
た
そ
う
で
す
。
こ
の
評
判
は
世

の
中
に
広
が
り
、
沢
山
の
人
々
が
「
慈
悲
の

上
人
」
と
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。

　
　

萩
を
垣
　
松
を
柱
に
　
柴
の
庵

　
　
風
は
吹
ど
も
　
さ
み
し
か
ら
め
や

　

真
阿
上
人
が
詠
ん
だ
歌
を
聞
き
信
仰
を
深

め
た
将
軍
は
、
誓
願
寺
墓
地
の
傍
ら
に
お
堂

を
建
立
し
、
寄
進
し
ま
し
た
。
将
軍
は
常
に

真
阿
上
人
か
ら
十
念
を
授
け
ら
れ
て
い
た
の

で
、
「
十
念
寺
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
真
阿
上
人
は
常
に
壬
生
寺
の
お
地
蔵

さ
ま
を
信
仰
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
夜
、
夢

の
中
に
お
地
蔵
さ
ま
が
現
れ
、

「
お
前
は
長
い
間
私
を
信
仰
し
て
い
る
。
私

の
姿
を
お
前
に
与
え
よ
う
。
直
に
取
り
に
来

な
さ
い
」

と
告
げ
ま
し
た
。
真
阿
上
人
は
急
い
で
壬
生

寺
に
向
か
い
ま
し
た
。
ま
た
壬
生
寺
の
僧
侶

も
夢
を
見
ま
し
た
。
お
地
蔵
さ
ま
が
真
阿
上

人
に
自
ら
の
姿
を
与
え
る
と
仰
い
ま
し
た
。

す
ぐ
さ
ま
お
地
蔵
さ
ま
の
お
厨
子
を
開
け
る

と
、
中
に
掛
軸
が
有
り
ま
し
た
。
開
い
て
み

る
と
お
地
蔵
さ
ま
の
お
姿
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
僧
侶
は
す
ぐ
さ
ま
掛
軸
を
持
ち
、
誓
願

寺
に
向
か
い
ま
し
た
。
道
中
、
前
か
ら
走
っ

て
く
る
僧
侶
が
来
ま
す
。

「
も
し
や
、
真
阿
上
人
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

夢
で
お
地
蔵
さ
ま
と
貴
方
の
や
り
取
り
を
見

ま
し
て
、
走
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
お
地

蔵
さ
ま
の
お
姿
で
す
」

　

壬
生
寺
の
僧
侶
は
真
阿
上
人
に
お
地
蔵
さ

ま
の
掛
軸
を
渡
し
、
そ
の
後
十
念
寺
の
霊
宝

と
な
り
ま
し
た
。
（
つ
づ
く
）
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ん
で
頂
き
た
い
、
た
だ
そ
の
一
心
で
、
心
を
込
め
て
ご

回
向
を
さ
せ
て
頂
く
、
そ
の
こ
と
を
常
に
心
が
け
て
、

日
々
の
法
務
に
就
か
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
一
言…

―

先
に
申
し
ま
し
た
通
り
、
誓
願
寺
へ
足
を
運
ん
で
頂

い
た
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
喜
ん
で
頂
け
る
様
、
思
い
を

込
め
て
ご
回
向
を
勤
め
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
の

で
、是
非
、誓
願
寺
に
お
参
り
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
今
回
の
文
化
財
の
特
別
公
開
に
際
し
、
誓
願

寺
宝
物
修
復
の
た
め
の
御
寄
附
を
募
集
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。今
回
公
開
さ
れ
た
誓
願
寺
縁
起
絵
を
は
じ

め
、
誓
願
寺
に
は
た
く
さ
ん
の
宝
物
が
ご
ざ
い
ま
す

が
、
傷
み
の
激
し
い
物
も
あ
り
、
修
復
が
不
可
欠
で
す
。

こ
れ
ま
で
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
の
お
力
添
え
に
よ
っ
て

受
け
継
が
れ
て
き
た
寺
宝
を
、
次
の
世
代
ま
た
そ
の
先

の
世
代
に
受
け
継
い
で
行
く
こ
と
も
、
大
切
な
使
命
と

感
じ
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
皆
さ
ま
の
お
力
添
え
を

賜
り
ま
す
様
、お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

重
要
文
化
財
で
あ
る
誓
願
寺
縁
起
絵
三
幅
が
里
帰

り
展
示
さ
れ
、
ま
た
昨
年
発
見
さ
れ
た
摸
本
が
初

公
開
と
な
り
ま
し
た
が
？

―

連
日
非
常
に
多
く
の
方
に
拝
観
頂
け
、
大
変
嬉

し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。私
も
間
近
で
観
て
、
誓
願

寺
縁
起
絵
の
素
晴
ら
し
さ
を
改
め
て
実
感
し
、
数

百
年
の
時
を
経
て
目
の
前
に
あ
る
こ
と
を
思
う
と

感
動
し
ま
し
た
。ま
た
、
摸
本
は
大
変
鮮
や
か
な
も

の
で
、
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
表
情
ま
で
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
、
誓
願
寺
縁
起
絵
が
描
か
れ
て
間

も
な
い
、
当
時
の
姿
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

さ
て
、
部
長
に
就
任
さ
れ
て
十
数
年
が
経
ち
ま
す

が
、
日
々
ど
の
様
な
思
い
で
法
務
に
就
か
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
？

―

総
本
山
誓
願
寺
は
、
末
寺
は
も
と
よ
り
、
檀
信
徒

の
皆
さ
ま
の
お
か
げ
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
支
え
ら

れ
、
成
り
立
っ
て
お
り
ま
す
。誓
願
寺
で
ご
供
養
さ

せ
て
頂
い
て
い
る
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
の
ご
先
祖

さ
ま
の
読
経
を
お
受
け
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
際
、
お
参
り
し
て
下
さ
っ
た
方
に「
お
参

り
し
て
良
か
っ
た
、
ま
た
お
参
り
に
来
た
い
」と
喜

た
方

に
来
た

参
り

っ
た
、
ま
た
お

そ
の良

り
し
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ます。
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●普通納骨（5万円）
・合同で京都深草の真宗院に
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こ
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ま
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ち
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２
月
15
日
、
お
釈
迦
さ
ま
が
涅
槃
に
お
入
り

に
な
ら
れ
ま
し
た
。
阿
那
律
尊
者
と
阿
難
尊
者

が
中
心
と
な
り
、
多
く
の
弟
子
と
信
者
が
集
ま

り
、
涅
槃
の
地
ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
葬
儀
の
準
備
を

し
て
お
り
ま
し
た
。
金
箔
が
張
り
巡
ら
さ
れ
た

棺
、
「
金
棺
」
に
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
遺
体
を
納

め
、
油
を
注
ぎ
松
明
で
火
を
つ
け
よ
う
と
し
ま

し
た
。

　
す
る
と
棺
は
燃
え
ま
せ
ん
。
一
向
に
火
が
つ

か
な
い
の
で
す
。
不
思
議
に
思
っ
た
阿
難
尊
者

が
阿
那
律
尊
者
に
尋
ね
ま
し
た
。

「
ど
う
し
て
お
釈
迦
さ
ま
の
お
棺
に
火
が
つ
か

な
い
の
で
し
ょ
う
。
阿
那
律
尊
者
お
分
か
り
に

な
ら
れ
ま
す
か
」

　
阿
那
律
尊
者
は
天
眼
第
一
と
言
わ
れ
、
六
神

通
の
一
つ
で
あ
る
天
眼
通
が
ど
の
弟
子
よ
り
も

優
れ
て
お
り
ま
し
た
。
天
眼
通
と
は
世
の
中
の

あ
ら
ゆ
る
場
所
を
見
渡
せ
る
力
で
す
。
阿
那
律

尊
者
は
そ
の
力
で
世
の
中
を
見
渡
し
ま
し
た
。

「
そ
う
か
。
摩
訶
迦
葉
尊
者
が
こ
ち
ら
に
向

か
っ
て
お
ら
れ
る
。
お
釈
迦
さ
ま
は
お
待
ち
に

な
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
」

　
摩
訶
迦
葉
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
ク
シ
ナ
ガ
ラ

で
涅
槃
に
お
入
り
に
な
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
、

向
か
っ
て
お
り
ま
し
た
。
師
匠
の
臨
終
に
間
に

合
わ
か
な
っ
た
も
の
の
、

「
何
と
か
お
顔
だ
け
で
も
」

と
思
い
一
生
懸
命
ク
シ
ナ
ガ
ラ
に
向
か
い
ま
し

た
。
お
釈
迦
さ
ま
は
摩
訶
迦
葉
の
到
着
を
待
っ

て
お
ら
れ
た
の
で
す
。

　
摩
訶
迦
葉
は
ク
シ
ナ
ガ
ラ
に
到
着
し
ま
し
た
。

「
お
師
匠
さ
ま
・
・
・
」

　
涙
を
堪
え
、
お
棺
の
周
囲
を
右
回
り
に
三
回
廻

り
、
お
釈
迦
さ
ま
の
み
足
を
戴
き
、
礼
拝
を
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
松
明
で
お
棺
に
火
を
つ
け

る
と
た
ち
ま
ち
に
炎
が
上
が
り
、
お
釈
迦
さ
ま

は
荼
毘
に
付
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
様
子
を
見
た
多
く
の
弟
子
は
、

「
お
釈
迦
さ
ま
は
摩
訶
迦
葉
尊
者
を
お
待
ち
に

な
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
お
方
を

後
継
者
と
さ
れ
た
の
だ
。
教
団
を
纏
め
る
の
は

摩
訶
迦
葉
尊
者
し
か
い
な
い
」

と
摩
訶
迦
葉
の
下
で
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を

皆
で
守
っ
て
行
く
こ
と
を
誓
っ
た
そ
う
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

（
つ
づ
く
）

お釈迦さまの涅槃

12

ず

だ

ま

か

か
し
ょ
う

頭
陀
第
一
の
摩
訶
迦
葉
そ
の
4

絵
・
豆
田
織
奈　

文
・
釈
尊
法
話
会8

絵

豆

織
奈

文

釈
尊
法

お釈迦さまの
ご生涯
外 伝



第148号 （6）

列
車
に
乗
る
の
も
一
苦
労

　

温
泉
精
舎
の
バ
ザ
ー
ル
ま
で
降

り
、
小
島
君
と
田
中
君
は
賑
や
か

な
通
り
を
、
観
光
客
用
の
店
が
並

ぶ
側
に
渡
っ
た
の
で
、
彼
ら
に
わ

ざ
と
大
声
で
呼
び
か
け
な
が
ら
道

路
を
横
断
し
た
と
こ
ろ
、
警
護
の

お
礼
と
し
て
お
金
を
要
求
し
た
悪

徳
ポ
リ
ス
た
ち
は
、
見
え
な
い
壁

に
遮
ら
れ
た
か
の
様
に
道
路
を
渡

れ
ず
、
獲
物
を
逃
し
た
ハ
イ
エ
ナ

の
如
く
、
未
練
た
ら
し
く
僕
た
ち

を
た
だ
眺
め
る
だ
け
だ
っ
た
。

　

い
く
つ
か
立
ち
並
ぶ
レ
ス
ト
ラ

ン
の
ひ
と
つ
に
入
っ
て
、
僕
た
ち

は
昼
食
を
と
り
な
が
ら
事
の
成
り

行
き
を
話
し
た
。
小
島
君
は
七
葉

窟
を
下
り
か
け
た
頃
に
、
ポ
リ
ス

た
ち
の
様
子
を
察
し
た
そ
う
で
、

田
中
君
に
耳
打
ち
を
し
二
人
は

徐
々
に
歩
く
ス
ピ
ー
ド
を
速
め
た

と
言
う
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
僕

た
ち
夫
婦
は
、
ま
し
て
妻
を
放
っ

て
僕
だ
け
逃
げ
出
せ
な
い
状
況
で
、

犠
牲
者
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
の

だ
が
、
結
果
と
し
て
僕
の
ち
ょ
っ

と
し
た
機
転
で
難
を
免
れ
た
訳
だ

か
ら
、
申
し
合
わ
せ
が
で
き
な
い

状
態
の
中
に
あ
っ
て
、
一
連
の
行

動
は
最
善
の
方
法
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。

　

そ
の
後
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
帰
り
、

次
の
目
的
地
バ
ラ
ナ
シ
に
向
か
う

準
備
を
し
、
午
後
一
時
四
〇
分
の

バ
ス
で
パ
ト
ナ
ー
に
向
か
っ
た
。

途
中
で
バ
ス
を
乗
り
換
え
、
パ
ト

ナ
ー
の
バ
ス
・
ス
タ
ン
ド
に
着
い

た
の
は
夕
方
六
時
だ
っ
た
。
す
ぐ

そ
ば
に
駅
が
あ
り
、
バ
ラ
ナ
シ
行

き
の
切
符
を
買
い
、
七
時
四
五
分

発
の
列
車
は
超
満
員
で
、
同
じ
車

両
に
先
に
小
島
君
と
田
中
君
が
乗

り
込
ん
だ
の
だ
が
、
僕
た
ち
夫
婦

は
乗
降
口
の
所
で
も
ま
れ
て
い
る

と
、
ポ
リ
ス
が
来
て
切
符
を
見
せ

る
よ
う
に
言
う
の
で
、
逆
ら
わ
ず

に
見
せ
る
と
彼
は
す
ん
な
り
と
姿

を
消
し
た
。
ど
う
い
う
訳
か
記
憶

に
な
い
が
、
全
員
の
切
符
を
僕
が

持
っ
て
い
た
。

　

一
分
も
し
な
い
内
に
ポ
リ
ス
が

戻
っ
て
来
て
「
向
こ
う
の
車
両
に

乗
れ
る
か
ら
つ
い
て
こ
い
。
」
と

言
う
の
で
、
僕
は
二
人
に
聞
こ
え

る
よ
う
に
大
声
で
他
の
車
両
に
移

る
こ
と
を
告
げ
、
そ
の
車
両
を
離

れ
た
。
そ
の
ポ
リ
ス
は
空
い
て
い

る
車
両
を
探
し
て
く
れ
た
「
良
い

お
巡
り
さ
ん
」
だ
っ
た
の
だ
。

や
っ
と
の
こ
と
で
乗
り
込
め
た
の

だ
が
、
バ
ッ
ゲ
ー
ジ
の
置
き
場
に

困
る
ほ
ど
の
混
み
具
合
だ
っ
た
。

離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
し
ま
い
心

配
し
て
は
い
た
が
、
降
り
る
駅
さ

え
間
違
え
な
け
れ
ば
・
・
・
、
と

願
っ
て
い
る
と
、
二
人
が
乗
客
を

か
き
分
け
な
が
ら
僕
た
ち
の
列
車

に
乗
り
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

盗
難
に
遭
わ
な
い
よ
う
バ
ッ
ゲ
ー

ジ
を
網
棚
の
鉄
パ
イ
プ
に
チ
ェ
ー

ン
ロ
ッ
ク
で
く
く
り
付
け
た
の
を
、

今
度
は
外
し
人
を
か
き
分
け
必
死

の
思
い
で
僕
た
ち
の
乗
る
車
両
を

目
指
し
て
向
か
っ
た
の
だ
。

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

列
車
の
乗
降
口
で
爆
睡

お
ん
せ
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

が
わ

ひ
と
く    

ろ
う

に
ぎ

け
い  

ご

お
う
だ
ん

あ
く

と
くさ

え
ぎ

え  

も
のみ  

れ
ん

な
が

し
ち
よ
う

く
つぎ  

せ
い
し
ゃ

き  

て
ん

の
が

さ
い
ぜ
ん

ち
ょ
う
ま
ん
い
ん

ぐ   

あ
い

と
う
な
ん

あ
み
だ
な

め　

ざ

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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れ
っ
し
ゃ
じ
ょ
う
こ
う
ぐ
ち

ば
く
す
い



お
も
な
行
事
予
定

節
分
会

だ
い  

は
ん   
に
ゃ 

て
ん  

ど
く   

え

に　

 

ほ
ん    

ぶ    

よ
う

お
お
ぎ
づ
か

ほ
う  

よ
う

な
が  

う
た   

ほ
う   

の
う

一
月

●
一
日（
日
）

　

修
正
会

●
十
五
日（
日
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
二
十
四（
火
）

　
法
然
上
人
追
慕
念
仏
行
脚

二
月

●
三
日（
金
）

　

節
分
会

●
八
日（
水
）

　
六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
五
日（
水
）

　

涅
槃
会

三
月 

●
十
四
日（
火
）

　

善
導
忌

　
六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
七
日（
金
）〜
二
十
三
日（
木
）

　

春
彼
岸

●
二
十
五
日（
土
）〜
四
月
四
日（
火
）

　

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

　

無
病
息
災
・
心
願
成
就
・

芸
道
上
達
等
、
皆
さ
ま
の
お

願
い
事
を
仏
さ
ま
に
祈
願
致

し
ま
す
。

●
午
前
十
時
〜
十
二
時

●
午
後
二
時
〜
二
時
半

●
午
後
三
時
半
〜
四
時
半

午
後
一
時
半
〜

演
目

一
、
鶴
亀

ニ
、
京
の
月

三
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺

　

出
演　

　
　

日
本
舞
踊
・
長
唄
桜
流 　

　
　
　
　
　
　
　

桜 

富
寿
佐

　
　
　
　
　
　
　

桜
流
門
弟

　
　
　
　
　
　
　

誓
願
寺
僧
侶

午
後
二
時
半
〜

※
古
く
な
っ
た
扇
の
供
養
を
い
た
し
ま
す
。

【
問
題
】

　

第148号（7）

　

特
別
公
開
さ
れ
た
誓
願
寺
所
蔵
の
文
化
財
は
何
で

し
ょ
う
か
？
漢
字
六
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
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
、
宝
樹
院
さ
ま
よ
り
朱
印
帳
を
５
名
さ
ま
、
本
山
謹
製

線
香
を
５
名
さ
ま
、
合
計
10
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
。

【
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
八
年
十
二
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

氏電
話
番
号

名
菩
提
寺
（
だ
ん
な
寺
）

感
想
・
質
問
等

ち
か
い　　

第
148
号

○
○
○
○
○
○

ク
イ
ズ
コ
ー
ナ
ー

※
ハ
ン
カ
チ
ま
き
有
り

●
大
般
若
転
読
会

●
日
本
舞
踊
・
長
唄
奉
納

●
豆
ま
き

●
扇
塚
法
要

平
成
二
十
九
年
二
月
三
日
（
金
）



【交通】

［電　車］ 名鉄東幡豆駅より徒歩10分

【主な行事】

弘法さん　　　旧暦３月21日
盆施餓鬼会　　８月１日

【お問い合わせ】
宝樹院
〒444-0701
愛知県西尾市東幡豆町西前田７
TEL　0563－62－4024

　今回は愛知県西尾市東幡豆
町にある「洞泉山 宝樹院　明
栄寺」を訪ねました。

　当院は天平年間（729～749）、奈

良の大仏建立の時に活躍した行基菩

薩が諸国巡教の折、この山の洞で一

夜を明かし霊夢を感得し、「正に仏法

有縁の地なり」と思い草庵を結びまし

た。

　その後寛永年間（1624～1644）、

開山梅翁上人が、行基菩薩が草庵を

結び、准胝観世音菩薩を自ら彫って祈

願した話を聞き、この地に寺院を建立

することを発願されました。そして当院

が創立され、領主から許可を得まして、

洞泉山宝樹院明栄寺となりました。

Q1 お寺の歴史を
教えてください。

Q2 お寺の宝物は
何ですか？

　

　絹本彩色阿弥陀如来画像一幅（竪

一尺九寸、横九寸、琢磨法眼筆）、阿

弥陀如来像一体（座像木仏、高さ四

寸四分、恵心僧都作）、准胝観世音菩

薩像一体（座像木仏、高さ六寸、行基

菩薩作）です。

　特に行基菩薩が自ら彫られた准胝

観世音菩薩像は、この地に長い間祀ら

れてきた大切なものです。観音さまの歴

史が、このお寺の歴史であり、多くの

方々がご縁を結びました。これからも大

切にお守りさせて頂き、今後も多くの方

にご縁を結んで頂ければ幸いです。

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？

　私の僧侶としての心がけは、「初心

忘るべからず」です。

　昨年当院の法灯を継ぎ、住職となり

ました。住職となりましたが、心は常に

「小僧」でありたいと思います。

　人間は誰しも慣れが生じると、驕り高

ぶり、思い上がった態度をとりがちです。

だから、「初心忘るべからず」と自らを戒

め、小僧のように、小僧のようにと自分

に言い聞かせております。

　常にこの言葉を忘れることなく、努力

精進していきたいと思います。

　朱印帳を５名の方に差し上げます。

とう せん さん ほう  じゅ いん みょう

えい じ

ひがし は    ず

ちょう

第148号 （8）

本
堂

▼

本
尊

▼

准
胝
観
世
音
菩
薩
像

▼

てんぴょう

ぎょう きかつやくだいぶつこんりゅう ぼ  

しょこくじゅんきょう ほこら

ぶっかんとく ぽう

じゅんてい かんぜ おん ぼ さつ

こんりゅう

ほつがん

かんえい

ばいおう

たく  ま  ほうげん

けんぽんさいしき たて

まつ

え  しんそう ず

ぎょうき

ぼさつ おご

ほうとう

こ ぞう

う  

平成27年に晋山。愛知県立西尾東高校卒。大正大学仏教学部卒。趣味は音楽鑑賞。
 

（宝樹院　第33世）昭和43年4月21日生まれ　48歳伴　義心師

宝
樹
院

ほ
う
じ
ゆ
い
ん

Vol.46

何 でも

ば ん ぎ　　 しん

しょうにん

さつ

えん
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