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総本山　誓願寺

〇絹本着色
　四十八光真向弥陀ノ尊像
　圓光大師 御真筆

正面に画かれた阿弥陀如来の足下、蓮台向
かって右下に「元久二年（一二〇五）二月
十五日　源空」という署名がなされている
が、これは法然上人が七十三歳の時のもの。
着衣には各種の幾何学文を截金で表現し、
衣褶の輪郭はやや太めの截金が施されてい
る。低い肉髻、肉髻珠を大きく表現するな

ど、全般的に鎌倉
後期から南北朝時
代の作風が顕著で
ある。『法然上人
行状絵図』巻二十
六に画中画として
描かれる阿弥陀如
来立像との関連が
窺える、貴重な作
品である。

●新春を迎えて
●賢問子行状記
●迷子みちしるべ 九
●お釈迦さまの十大弟子

●インド 
●総本山誓願寺だより
●何でも“お寺探偵団”Vol.49
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

つ
つ
が
な
く
健
や
か
に
新
春
を

お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　

私
は
今
年
、
九
十
六
歳
と
な

り
ま
す
。
足
腰
も
不
自
由
と
な

り
、
車
椅
子
で
の
生
活
を
送
る

よ
う
に
は
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

皆
さ
ま
の
お
力
添
え
を
頂
き
、

お
陰
さ
ま
で
御
忌
・
西
山
忌
等

さ
ま
ざ
ま
の
法
務
を
勤
め
さ
せ

て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と

を
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

わ
が
浄
土
宗
西
山
深
草
派
の

流
祖
西
山
上
人
は
、
念
仏
と
は

感
謝
の
心
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
。
あ
あ
そ
う
だ
っ
た

の
か
、
あ
あ
有
り
難
い
と
思
う

感
謝
の
気
持
ち
が
念
仏
そ
の
も

の
で
す
。

　

私
た
ち
は
い
つ
も
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
に
追
わ
れ
て
い
て
、
な

か
な
か
平
穏
な
日
々
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
過
ぎ

去
っ
た
平
成
二
十
九
年
も
楽
し

い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
、
煩
わ

し
い
こ
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と

が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ

れ
で
も
ま
た
、
こ
う
し
て
新
た

な
気
持
ち
で
平
成
三
十
年
を
迎

え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、

と
て
も
有
り
難
い
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
の
大
慈
悲
心
は

い
つ
も
私
た
ち
を
包
ん
で
下

さ
っ
て
い
ま
す
。
感
謝
の
気
持

ち
を
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
声
に

出
し
て
日
々
を
お
過
ご
し
さ
れ

ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

平
成
三
十
年　

元
旦

　

総
本
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誓
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第
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弐
世
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諸
天
善
神
の
ご
守
護
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

日
の
朝
、
比
叡
山
の
乗
慶
阿
闍
梨
は
、
お
供

の
侍
と
仁
和
寺
街
道
を
通
ら
れ
た
と
き
、
子

ど
も
の
泣
き
声
を
聞
き
ま
し
た
。

　

不
思
議
に
思
い
見
て
み
る
と
、
卒
塔
婆
と

共
に
幼
き
子
ど
も
が
捨
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

阿
闍
梨
は
涙
を
浮
か
べ
、

「
ど
ん
な
邪
険
の
者
の
仕
業
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
卒
塔
婆
を
添
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

仕
方
な
く
訳
あ
っ
て
捨
て
た
の
だ
な
。
連
れ

て
帰
っ
て
育
て
な
さ
い
」

と
、
山
の
麓
で
乳
母
を
付
け
育
て
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
母
親
は
、
泣
く
泣
く
家
へ
帰
る
と
、

老
父
は
目
を
覚
ま
し
、

「
孫
は
、
ま
だ
起
き
な
い
の
か
？
」

と
何
度
も
聞
く
の
で
、

「
今
朝
は
調
子
が
悪
い
様
子
で
、
ま
だ
寝
て

お
り
ま
す
」

と
答
え
ま
し
た
が
、
言
い
訳
は
長
く
続
き
ま

せ
ん
。
つ
い
に
老
父
は
孫
の
様
子
を
見
に
行

こ
う
と
し
ま
し
た
。
妻
は
、
も
は
や
隠
し
切

れ
な
い
と
、正
直
に
い
き
さ
つ
を
語
り
ま
し
た
。

「
夫
の
遺
言
を
守
る
た
め
、
仕
方
な
く
捨
て

ま
し
た
！
」

老
父
は
い
き
さ
つ
を
聞
く
と
、
驚
き
悲
し
み
、

「
孫
を
捨
て
た
の
は
私
を
養
わ
ん
と
す
る
為

だ
っ
た
の
か
。
長
生
き
す
る
の
は
恥
だ
。
所

詮
、
私
が
長
生
き
し
て
も
仕
方
が
な
い
」

と
、
そ
れ
か
ら
は
水
も
食
事
も
喉
を
通
ら
ず
、

息
子
と
孫
を
失
っ
た
悲
し
み
か
ら
精
力
が
尽

き
、
ほ
ど
な
く
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

妻
は
、
気
が
触
れ
た
よ
う
に
、
夫
と
別
れ
、

子
を
捨
て
、
老
父
と
死
に
別
れ
、

「
こ
う
な
っ
た
ら
尼
に
な
っ
て
夫
の
菩
提
を

弔
い
、
子
ど
も
の
行
く
末
を
尋
ね
て
み
よ

う
」

と
諸
国
巡
礼
の
志
を
持
ち
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
も
洛
陽
の
誓
願
寺
の
阿
弥
陀
さ

ま
は
、
以
前
よ
り
よ
く
聞
い
て
い
た
霊
験
あ

ら
た
か
な
お
寺
で
す
。
ま
ず
誓
願
寺
へ
参
詣

し
、
ご
本
尊
さ
ま
を
拝
み
ま
し
た
。

「
帰
命
頂
禮
西
方
阿
弥
陀
仏
。
私
は
人
よ
り

不
運
な
者
。
こ
れ
か
ら
巡
礼
の
旅
に
出
ま
す
。

夫
の
後
生
を
お
救
い
下
さ
い
。
そ
し
て
捨
て

て
し
ま
っ
た
我
が
子
に
、
こ
の
世
で
も
う
一

度
巡
り
会
わ
せ
て
く
だ
さ
い
！
」

　

首
か
ら
掛
け
た
頭
陀
袋
に
、
卒
塔
婆
の
歌

を
書
い
て
旅
立
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
こ

へ
行
く
と
も
知
ら
ず
、
迷
い
行
く
姿
は
哀
れ

な
も
の
で
し
た
。

　

そ
の
頃
、
乗
慶
阿
闍
梨
は
、
拾
っ
た
子
ど

も
を
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
子
ど
も

が
十
歳
の
春
を
迎
え
た
時
、

「
お
前
は
以
前
、
仁
和
寺
街
道
に
捨
て
て
あ

る
と
こ
ろ
を
、
宿
縁
あ
っ
て
こ
こ
ま
で
育
て

た
の
だ
。
父
親
も
母
親
も
居
な
い
の
で
、
私

を
師
匠
と
も
親
と
も
思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

こ
の
卒
塔
婆
は
お
前
に
授
け
る
。
こ
の
歌
の

言
わ
ん
と
す
る
事
を
感
じ
、
常
に
こ
れ
を
父

母
だ
と
思
い
、
可
能
な
限
り
学
問
に
励
み
、

両
親
の
菩
提
を
弔
う
の
だ
」

と
熱
心
に
言
い
聞
か
せ
ま
し
た
。
学
問
は
十

を
聞
い
て
千
を
知
る
ほ
ど
の
秀
才
で
、
そ
の

能
力
が
讃
え
ら
れ
、
師
の
乗
慶
の
一
字
を
戴

き
、
名
を
「
乗
俊
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

乗
俊
は
、

「
私
の
師
匠
の
恩
は
広
大
無
辺
で
す
。
父
母

に
捨
て
ら
れ
た
と
は
言
っ
て
も
、
今
は
構
わ

な
い
。
し
か
し
、
両
親
が
生
き
て
い
る
か
死

ん
で
い
る
か
も
知
ら
な
い
。
も
し
、
生
き
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
度
会
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。
伝
え
聞
く
に
、
当
山
の
恵
心
僧
都
も
、

母
親
の
た
め
に
誓
願
寺
の
御
本
尊
さ
ま
を
敬

わ
れ
た
と
聞
き
ま
す
。
師
の
乗
慶
阿
闍
梨
も

信
仰
さ
れ
た
誓
願
寺
の
阿
弥
陀
さ
ま
を
私
も

信
じ
、
一
目
で
も
両
親
に
会
え
る
よ
う
に
願

を
掛
け
よ
う
」

と
誓
願
寺
に
参
詣
し
、
一
心
に
祈
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
つ
づ
く
）

し
ょ 

て
ん 

ぜ
ん
し
ん

じ
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ち
ょ
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た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
は
誓
願
寺
が
、『
誓
願
寺
縁
起
』や
現
在
連
載

中
の『
賢
問
子
行
状
記
』に
、父
子
や
母
子
の
再
会
の

物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
様
に
、
迷
い
人
の
標
と
な
っ

た
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、

平
安
時
代
の
歌
人
和
泉
式
部
は
、我
が
子
を
失
っ
た

悲
し
み
か
ら
救
い
を
求
め
、誓
願
寺
の
阿
弥
陀
さ
ま

の
も
と
で
お
念
仏
を
し
、
極
楽
往
生
を
遂
げ
ま
し

た
。こ
の
様
に
、
迷
い
苦
し
み
の
中
に
あ
る
人
び
と

が
、阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い
に
気
付
か
せ
て
頂
け
る
場

所
な
の
で
す
。

　
辛
く
苦
し
い
時
に
は
、誓
願
寺
の
阿
弥
陀
さ
ま
に

手
を
合
わ
せ
、
お
念
仏
を
称
え
て
下
さ
い
。阿
弥
陀

さ
ま
は
常
に
、私
た
ち
迷
子
の「
み
ち
し
る
べ
」と
し

て
、導
い
て
下
さ
い
ま
す
。

誓
願
寺
の
山
門
、向
か
っ
て
左
手
に
立
つ
石
柱
を

ご
覧
に
な
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
　

　『
迷
子
の
み
ち
し
る
べ
』
と
い
う
こ
の
石
柱
の

正
面
に
は
、「
迷
子
み
ち
し
る
べ
」、
右
側
に
は

「
教
ゆ
る
方
」、
そ
し
て
左
側
に
は
「
さ
が
す
方
」

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。江
戸
の
末
期
か
ら
明
治

に
か
け
て
、
迷
子
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
り

つ
つ
あ
っ
た
時
、
こ
の
『
迷
子
の
み
ち
し
る
べ
』

は
建
立
さ
れ
ま
し
た
。当
時
は
ま
だ
警
察
が
な

か
っ
た
た
め
、
迷
子
や
落
と
し
物
を
探
す
人
は

こ
の
『
迷
子
の
み
ち
し
る
べ
』
を
頼
り
に
、
そ
の

名
前
や
物
を
記
し
た
紙
を
左
の
「
さ
が
す
方
」
に

貼
り
、
見
つ
け
た
人
が
反
対
の
「
教
ゆ
る
方
」
に

紙
を
貼
っ
て
、
情
報
交
換
を
し
て
い
た
の
で
す
。

現
在
の
石
柱
は
明
治
十
五
年
に
建
立
さ
れ
た
も

の
で
、
仲
人
役
を
担
う
石
と
い
う
こ
と
か
ら
、

『
月
下
氷
人
石
』
や
『
奇
縁
氷
人
石
』
と
も
呼
ば

れ
、
尋
ね
人
の
縁
を
た
く
さ
ん
繋
ぎ
、
助
け
と
な

っ
た
の
で
す
。と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
迷
子
の
み
ち

し
る
べ
』
は
な
ぜ
誓
願
寺
の
門
前
に
建
立
さ
れ

結縁寄付のご案内

ただ今誓願寺では、

寺宝修復に向けた、

結縁寄付を募集して

おります。

詳細をご希望の方、

またご協力頂ける方

は、菩提寺までお問

い合わせ下さい。

か
じ
ん
い
ず
み
し
き
ぶ

おり

詳細を

また

お

た

寺

結縁寄

結結縁

前
に
建

の
門

な
ぜ
誓
願
寺

』

し
る

は、

い合わ

せ
き
ち
ゅ
う

こ
ん
り
ゅ
う

げ
っ
か
ひ
ょ
う
じ
ん
せ
き

き
え
ん
ひ
ょ
う
じ
ん
せ
き

け
ん
も
ん
し
ぎ
ょ
う
じ
ょ
う
き

し
る
べ

ご
く
ら
く
お
う
じ
ょ
う

と
な

せ
い
が
ん
じ
え
ん
ぎ
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お
釈
迦
さ
ま
の
十
大
弟
子
の
う
ち
、
説
法

第
一
と
言
わ
れ
る
の
が
、
富
樓
那
尊
者
で
す
。

　

説
法
と
は
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
で
あ
る
法

を
説
く
こ
と
、
現
在
で
は
お
説
教
、
法
話
な

ど
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
我
が
宗
派
で
は

お
説
教
の
講
習
会
を
す
る
際
、
毎
回
富
樓
那

尊
者
を
讃
え
、
「
富
樓
那
尊
者
説
法
自
在
哀

愍
護
念
」
と
お
参
り
し
ま
す
。
皆
、
富
樓
那

尊
者
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
お
説
教
が
で
き

る
よ
う
に
、
富
樓
那
尊
者
の
よ
う
に
、
お
釈

迦
さ
ま
の
教
え
を
広
め
ら
れ
る
よ
う
に
と
。

じ
ょ
う
ぼ
ん
の
う

べ
ん
ぜ
つ

り
ゅ
う
ち
ょ
う

ふ   

る   

な  

そ
ん
じ
ゃ
せ
っ
ぽ
う 

じ   

ざ
い
あ
い

し
つ 

だ  

た
い 

しし
ゅ
っ
け

し
ゃ
も
ん

さ
と

　

富
樓
那
尊
者
の
父
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
父

で
あ
る
浄
飯
王
の
国
師
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

富
樓
那
尊
者
は
幼
少
の
頃
よ
り
学
問
に
長

じ
て
お
り
、
弁
舌
は
立
て
板
に
水
の
ご
と
く
、

流
暢
で
軽
や
か
で
し
た
。

　

同
い
年
で
あ
る
悉
達
太
子
が
出
家
な
さ
れ

た
こ
と
を
聞
い
た
富
樓
那
尊
者
は
、

「
私
の
父
は
浄
飯
王
の
国
師
と
し
て
王
さ
ま

を
助
け
た
。
私
も
出
家
な
さ
れ
た
太
子
の
た

め
に
助
け
と
な
ら
な
け
れ
ば
。
そ
の
為
に
は

私
も
修
行
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」

　

そ
の
よ
う
に
決
意
す
る
と
富
樓
那
尊
者
は

二
十
九
人
の
友
人
と
共
に
出
家
し
、
沙
門
と

な
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
中
で
修
行
を
し
ま
し

た
。

　

や
が
て
、
悉
達
太
子
が
覚
り
を
開
か
れ
、

お
釈
迦
さ
ま
と
な
ら
れ
た
こ
と
を
聞
き
ま
し

た
。
共
に
出
家
し
た
二
十
九
人
の
友
人
と
一

緒
に
、
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
つ
づ
く
）

説法第一の富樓那尊者

み
ん 

ご  

ね
ん

第151号（5）

お釈迦さまの
ご生涯
外 伝

せ
っ  

ぽ
う  

だ
い  

い
ち

ふ　
 

る　
  

な

説
法
第
一
の
富
樓
那
尊
者 

そ
の
１



　

道
路
の
東
側
は
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り

と
民
家
が
あ
り
、
西
側
は
緑
も
な

い
荒
れ
地
に
土
と
煉
瓦
で
造
っ
た

高
さ
一
五
メ
ー
ト
ル
程
の
迎
仏
塔

が
立
っ
て
い
て
、
し
か
も
簡
素
な

案
内
板
が
ポ
ツ
ン
と
あ
る
だ
け
の

場
所
に
三
人
を
案
内
し
た
。
だ
が

田
中
君
は
後
で
、
と
て
も
感
動
し

た
と
僕
に
話
し
て
く
れ
た
。
人
間

と
し
て
初
め
て
悟
り
を
開
い
た
釈

尊
か
ら
、
ど
れ
程
の
素
晴
ら
し
い

説
法
を
聞
け
る
だ
ろ
う
か
と
、
五

人
の
出
家
者
と
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
や

近
在
の
人
た
ち
が
今
か
今
か
と
待

ち
わ
び
て
、
急
い
で
見
張
り
の
塔

ま
で
建
て
た
か
を
想
像
し
、
彼
は

感
動
し
歓
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
夜
の
食
事
は
、
ヴ
ァ
ラ
ナ

シ
の
町
に
出
て
ビ
ー
ル
の
お
い
て

あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
を
探
し
、
た
ま

た
ま
日
本
通
の
オ
ー
ナ
ー
の
店
で
、

イ
ン
ド
音
楽
の
ラ
イ
ヴ
も
あ
っ
た

の
だ
が
、
演
奏
は
店
の
入
り
口
、

僕
た
ち
の
席
は
ビ
ー
ル
瓶
が
見
え

に
く
い
よ
う
に
、
一
番
奥
の
席
に

通
さ
れ
た
の
で
、
演
奏
よ
り
も
、

オ
ー
ナ
ー
を
交
え
て
話
に
花
が
咲

き
、
折
角
の
ラ
イ
ヴ
は
ほ
と
ん
ど

聴
け
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

　

ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
で
の
最
後
の
夕
食

は
、
さ
さ
や
か
に
ビ
ー
ル
を
二
本

と
、
カ
レ
ー
や
ラ
ー
メ
ン
、
焼
き

ソ
バ
と
、
イ
ン
ド
と
中
国
の
料
理

が
共
存
し
、
店
の
オ
ー
ナ
ー
も
加

わ
り
話
も
大
い
に
盛
り
上
が
り
、

値
段
も
三
八
〇
ル
ピ
ー
（
約
九
五

〇
円
）
で
格
安
に
終
わ
っ
た
。
ホ

テ
ル
に
帰
り
、
フ
ロ
ン
ト
で
翌
朝

八
時
過
ぎ
に
、
祇
園
精
舎
の
あ
る

村
、
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
に
向
か

う
よ
う
に
タ
ク
シ
ー
を
予
約
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
に
戻
っ
て
眠
り

に
就
い
た
。

　

三
月
三
日
（
日
）
目
覚
ま
し
時

計
に
起
こ
さ
れ
、
素
早
く
身
支
度

を
整
え
、
ホ
テ
ル
の
薄
暗
い
レ
ス

ト
ラ
ン
（
節
電
の
た
め
安
ホ
テ
ル

や
小
さ
な
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
日
中

に
灯
り
を
つ
け
る
所
は
な
い
）
で

軽
い
朝
食
を
と
り
、
チ
ェ
ッ
ク
ア

ウ
ト
を
済
ま
せ
タ
ク
シ
ー
が
来
る

の
を
待
っ
た
。
二
泊
で
一
部
屋
四

五
〇
ル
ピ
ー
（
約
一
一
〇
〇
円
）

だ
っ
た
。
こ
の
ホ
テ
ル
は
チ
ェ
ッ

ク
イ
ン
の
時
に
思
っ
た
と
お
り
、

建
物
こ
そ
新
し
く
は
な
い
が
、

ち
ゃ
ん
と
し
た
対
応
を
し
て
く
れ
、

英
国
の
影
響
を
受
け
継
い
で
い
る

の
か
、
年
配
の
フ
ロ
ン
ト
マ
ン
は
、

服
装
も
キ
チ
ッ
と
し
て
お
り
、
品

の
あ
る
立
ち
居
振
る
舞
い
を
僕
は

感
じ
取
っ
た
。
思
う
に
良
心
的
な

ホ
テ
ル
と
そ
う
で
な
い
ホ
テ
ル
の

違
い
は
、
前
者
は
客
か
ら
の
注
文

に
は
適
切
な
対
応
を
と
り
、
余
計

な
こ
と
は
勧
め
な
い
が
、
後
者
は

言
葉
巧
み
に
色
々
な
誘
い
文
句
で

客
に
勧
め
る
の
で
あ
る
。
今
回

ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
に
二
度
来
て
、
両
極

端
の
面
を
垣
間
見
ら
れ
た
の
は
、

僕
に
は
と
て
も
良
い
経
験
に
な
っ

た
と
今
更
に
思
う
。

チャウカーンディ・ストゥーパ（迎仏塔）
サールナートの町はずれ

疲
れ
を
癒
し
た
一
日（
二
）

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

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
ん  

が

げ
い
ぶ
つ
と
う

し
ゃ
く

そ
ん

よ
ろ
こつ

う

び
ん

せ
っ
か
く

ぎ 

お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

み　

じ  

た
く

あ
か

た
く

り
ょ
う
き
ょ
く

た
ん

か
い  

ま

い
ま
さ
ら
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節
分
会

だ
い  

は
ん   
に
ゃ 

て
ん  

ど
く   

え

に　

 

ほ
ん    

ぶ    

よ
う

お
う
ぎ
づ
か

ほ
う  

よ
う

な
が  

う
た   

ほ
う   

の
う

●
一
日（
元
旦
）

　

修
正
会

●
十
五
日（
月
）

　

六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
二
十
四（
水
）

　
法
然
上
人
追
慕
念
仏
行
脚

二
月

●
三
日（
土
）

　

節
分
会

●
八
日（
木
）

　
六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
五
日（
木
）

　

涅
槃
会

三
月 

●
十
四
日（
水
）

　

善
導
忌

　
六
阿
弥
陀
功
徳
日

●
十
八
日（
日
）〜
二
十
四
日（
土
）

　

春
彼
岸

●
二
十
五
日（
日
）〜
四
月
四
日（
水
）

　

法
脈
相
承

お
も
な
行
事
予
定

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
様
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
三
時
〜
四
時

午
後
一
時
半
〜

演
目

一
、
勧
進
帳

ニ
、
お
染
久
松

三
、
鷺
娘

四
、
鞍
馬
山

　

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
〜

古
く
な
っ
た
扇
の
供
養
を
い
た
し
ま
す
。

【
問
題
】

　

第151号（7）

　

お
釈
迦
さ
ま
の
十
大
弟
子
で
、
お
釈
迦
さ
ま
の
父

親
の
名
前
は
何
で
し
ょ
う
か
？
漢
字
三
文
字
で
お
答

え
く
だ
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
、
覚
性
院
さ
ま
よ
り
お
手
製
腕
輪
念
珠
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

三
五
〇
五

愛
知
県
岡
崎
市
本
宿
町
東
木
竹
十
六
番
地

　
　
　
　
　

欣
浄
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
九
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
151
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
三
十
年
二
月
三
日
（
土
）
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本
堂

▼

十
王
堂

▼善
光
寺
如
来

▼

薬
師
如
来

▼

ち
ょ
う
く
う
し
ょ
う
よ

こ
ん
り
ゅ
う

く 　

り

こ
う 

お
う 

が
く 

ど
うき  

し
ん

ね　

は
ん　

ず

ご　

し
ゅ 

い
ん

（
覚
性
院　

第
20
世
）

昭
和
33
年
4
月
5
日
生　

59
歳

西
山
短
期
大
学
卒
業
後
、会
社
員
と
し
て
勤
務
。

平
成
3
年
に
晋
山
し
、住
職
と
な
る
。

し
ゅ
う

　

創
立
は
定
か
で
は
有
り
ま
せ
ん
が
、

慶
安
年
間（
1
6
4
8
〜
1
6
5
2
）

に
長
空
松
誉
上
人
が
開
山
し
、西

浦
町
の
秋
葉
山
に
当
寺
が
建
立
さ

れ
ま
し
た
。そ
し
て
、大
正
８
年（
１

９
１
９
）、現
在
の
場
所
に
移
さ
れ

ま
し
た
。ま
た
平
成
23
年
に
は
、檀

信
徒
や
地
域
の
方
々
の
ご
尽
力
に

よ
り
、庫
裏
の
建
て
替
え
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

寛
政
3
年
の
校
翁
學
道
上
人
代

に
、地
域
の
方
々
に
よ
り
寄
進
さ
れ

た
涅
槃
図
が
有
り
ま
す
。他
に
は
、

毎
年
1
月
7
日
に
御
開
帳
し
て
い

る
善
光
寺
如
来
や
、毎
年
11
月
7

日
に
御
開
帳
し
て
い
る
薬
師
如
来

な
ど
が
有
り
ま
す
。本
堂
の
隣
に
は

十
王
堂
が
あ
り
ま
す
が
、平
成
１１

年
に
お
堂
の
建
て
替
え
、及
び
仏
像

の
塗
り
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

常
日
頃
よ
り
檀
信
徒
の
方
々
に

対
し
て
誠
実
に
法
務
を
務
め
る
こ

と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

以
前
は
自
宅
で
の
お
年
忌
な
ど

の
法
事
が
多
か
っ
た
で
す
が
、最
近

で
は
お
寺
で
勤
め
さ
せ
て
頂
く
こ

と
が
増
え
て
参
り
ま
し
た
。ま
た
、

最
近
で
は
お
寺
巡
り
や
御
朱
印
集

め
な
ど
が
盛
ん
で
、お
寺
に
足
を
運

ば
れ
る
機
会
も
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、ま
ず
は
ご
本
尊
さ
ま
、そ
し
て

ご
先
祖
さ
ま
を
お
参
り
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

覚
性
院
お
手
製
腕
輪
念
珠
を
5

名
さ
ま
に
差
し
上
げ
ま
す
。

お
寺
の
歴
史
を

お
し
え
て
く
だ
さ
い
。

Q1

お
寺
の
宝
物
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

Q2

お
坊
さ
ん
と
し
て
の

心
が
け
は
？

Q3
「
ち
か
い
」
の
読
者
に

何
か
頂
け
ま
せ
ん
か
?

Q4

中
村　

秀
師

覚性院
かくしょういん

Vol.49

何
で
も

　

今
回
は「
神
田
山　

覚
性
院
」
を

訪
ね
ま
し
た
。 か

ん  

だ  

さ
ん

か
く
し
ょ
う
い
ん

【交通】
名鉄西浦駅より徒歩5分

【主な行事】
七草会
涅槃会
春彼岸会

祠堂施餓鬼
盆施餓鬼
秋彼岸会

【お問い合わせ】
覚性院
〒443-0105
愛知県蒲郡市西浦町北馬相11
電話　0533-57-2461

け
い
あ
ん

1月7日
2月15日
春分の日を挟んだ
前後3日間
4月8日
8月3日
秋分の日を挟んだ
前後3日間
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