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供
養
と
は
「
供
給
資
養
」
の
略
語
で
、
供
物

を
捧
げ
慈
愛
と
尊
敬
を
こ
め
、
真
心
を
も
っ
て

養
う(

お
も
て
な
し)

こ
と
で
す
。

　
三
宝(

仏・宝・僧)

や
死
者
に
、
水
、
焼
香
、

生
花
、
線
香
、
飲
食
、
灯
明
等
を
供
え
、
僧

侶
・
家
族
・
親
族
・
縁
者
等
が
集
ま
り
、
読

経
し
、
善
行
を
積
み
、
そ
の
功
徳
を
回
向

（
回
し
向
け
る
＝
手
向
け
る
）
致
し
ま
す
。

　
供
養
を
法
事
と
も
呼
び
ま
す
。
本
来
は

仏
様
の
教
え
を
知
る
（
学
ぶ
）
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
が
次
第
に
、
故
人
の
供
養
を
勤
め
る

事
を
「
法
事
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
多
く
の
人
は
、
盆
や
彼
岸
、
命
日
や
○
年

忌
等
、
普
段
か
ら
先
祖
や
大
切
な
方
に
感

謝
や
冥
福
を
祈
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
自
分
自
身
を
見
直
す
時
間
に
も
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
心
と
行
為
が

供
養
で
す
。
そ
の
供
養
さ
れ
る
善
い
行
い
の

姿
が
清
き
尊
く
、
仏
道
修
行
と
な
り
、
安

ら
か
な
境
地
な
の
で
す
。

　
供
養
を
通
じ
て
、
大
切
な
方
と
の
つ
な
が

り
を
保
ち
続
け
、
共
に
幸
せ
に
な
れ
る
よ

う
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
受
け

た
恩
に
感
謝
。
出
来
る
喜
び
を
大
切
に
。

住
職
　
清
涼 

晃
輝
　
合
掌

供 

養

一
周
忌　
　
　

平
成
二
十
八
年

三
回
忌　
　
　

平
成
二
十
七
年

七
回
忌　
　
　

平
成
二
十
三
年

十
三
回
忌　
　

平
成
十
七
年

十
七
回
忌　
　

平
成
十
三
年

二
十
三
回
忌　

平
成
七
年

二
十
五
回
忌　

平
成
五
年

二
十
七
回
忌　

平
成
三
年

三
十
三
回
忌　

昭
和
六
十
年

三
十
七
回
忌　

昭
和
五
十
六
年

四
十
三
回
忌　

昭
和
五
十
年

四
十
七
回
忌　

昭
和
四
十
六
年

五
十
回
忌　
　

昭
和
四
十
三
年

百
回
忌　
　
　

大
正
七
年

今
が
あ
る
の
は

　
　
　

 

ご
先
祖
様
の
お
陰

平
成
二
十
九
年 

年
回
表

No.12

く
よ
う
　
　
　
　
　
　
き
ょ
う
き
ゅ
う
し
よ
う

さ
ん
ぼ
う

え
こ
う

く
よ
う
　
　
　
　
ほ
う
じ

ほ
う
じ

「
ヒ
ト
ツ
バ
ダ
ゴ
」
通
称
「
な
ん
じ
ゃ
も
ん
じ
ゃ
の
木
」

五
月
頃
、
可
憐
な
白
い
花
を
咲
か
せ
満
開
に
な
る
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諸
行
無
常
と
は
、
諸
の
行(

物
事)

は
常
で
は
無
い
。
色
々

な
縁
の
和
合
か
ら
つ
く
ら
れ
、
永
久
不
変
な
も
の
は
な
い
。

「
涅
槃
経
」
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

諸
々
の
因
縁
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ
る
。

　
　

 　
　

生
じ
て
は
滅
び
る
も
の
で
あ
り
、
生
じ
て
は
滅
び
る
。

　
　

 　
　

そ
れ
ら
の
静
ま
る
こ
と
が
安
楽(
覚
り)

で
あ
る
。

弘
法
大
師
作
と
伝
わ
る
「
い
ろ
は
歌
」

　　
　
　
　

 

香
り
よ
く
咲
い
た
花
も
た
ち
ま
ち
散
り
。

　
　
　

 　

人
が
生
ま
れ
や
が
て
死
ぬ
の
は
世
の
自
然
の
流
れ
。

　
　
　

 　

苦
し
み
の
山
々
を
今
日
超
え
て
目
覚
め
る
。

　
　
　

 　

も
う
浅
は
か
な
夢
も
な
く
迷
い
が
な
い
。

　

一
瞬
一
瞬
が
常
に
変
化
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

の
一
瞬
が
何
物
に
も
代
え
が
た
い
貴
重
な
時
間
。
こ
の
世

の
無
常
を
感
じ
執
着
を
捨
て
、
諸
々
の
物
事
を
善
い
方
向

に
向
か
わ
せ
、
前
向
で
安
ら
か
な
日
々
を
送
り
ま
し
ょ
う
。

諸
行
無
常

仏の智慧に学ぶ

じ
ょ
う
し

　
　
　

仏
前
で
対
象
を
み
て
合
掌
礼
拝
。

　
　
　

右
手
三
指

(

浄
指
＝
親
指
・
人

　
　
　

差
指
・
中
指

)

で
お
香
を
つ
ま

　
　
　

み
、
左
手
を
右
手
の
下
に
そ
え

　
　
　

額
に
軽
く
押
し
念
じ
て
頂
き
そ

　
　
　
の
ま
ま
お
香
を
炭
で
焚
き
ま
す
。

　
　
　

二

回

目
は
、
お
香
を
つ
ま
み
、

　
　
　

今
度
は
額
に
頂
か
ず
そ
の
ま
ま

　
　
　

お
香
を
焚
き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

再
度
、
対
象
を
み
て
合
掌
礼
拝
。

　

一
回
目
は
主
香
と
い
い
額
に
頂
き

ま
す
。
二
回
目
は
従
香
と
い
い
額
に

頂
か
ず
そ
の
ま
ま
焚
き
ま
す
。　
　

　

参
列
者
が
多
い
場
合
は
一
回
の
み

で
よ
い
で
す
。
導
師
や
遺
族
に
一
礼

の
ご
挨
拶
も
大
事
な
お
作
法
で
す
。　

　

元
来
、
お
香
は
匂
い
消
し
や
清
ら

か
に
す
る
た
め
に
始
ま
り
ま
し
た
。　

香
り
を
感
じ
、
お
心
清
浄
に
焼
香
礼

拝
し
、
仏
の
徳
を
無
眼
に
広
め
ま
し
ょ

う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
、

２
、

　
　
　

　
４
、

　　
５
、

曹
洞
宗
お
焼
香
の
お
作
法
と
は
？

澤ちゃんの仏教・仏事Ｑ＆Ａ

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う　
　
　

 

も
ろ
も
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

つ
ね 

　

 

　

 
 

な

ね
は
ん
ぎ
ょ
う

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う　

 
 
 

ぜ
し
ょ
う
め
っ
ぽ
う　
　

 
 
 

し
ょ
う
め
つ
め
つ
い　

 
 
 
 
 

じ
ゃ
く
め
つ
い
ら
く

諸
行
無
常
・
是
生
滅
法
・
生
滅
滅
已
・
寂
滅
為
楽

各
宗
派
の
基
本
的
な
お
焼
香
回
数

・
天
台
宗…

１
回
又
は
３
回

・
真
言
宗…

３
回

・
浄
土
宗…

特
に
こ
だ
わ
ら
な
い

・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
西
）…

　
　
　
　

１
回
（
額
に
頂
か
な
い
）

・
浄
土
真
宗
大
谷
派
（
東
）…

　
　
　
　

２
回
（
額
に
頂
か
な
い
）

・
臨
済
宗…

１
回

・
曹
洞
宗…

２
回

　

 
 

（
１
回
目
の
み
額
に
頂
き
、

　

 

　

 

２
回
目
は
そ
の
ま
ま
焼
香
）

・
日
蓮
宗…

１
回
又
は
３
回

・
日
蓮
正
宗…

３
回

　

各
宗
の
お
作
法
通
り
さ
れ
る
の
が

最
善
で
す
が
、
わ
か
ら
な
い
場
合

は
、
回
数
に
迷
わ
ず
と
ら
わ
れ
ず
、

真
心
を
込
め
ご
焼
香
い
た
し
ま
し
ょ

う
。

し
ゅ
こ
う

じ
ゅ
う
こ
う

〇あなたもお坊さんになりませんか？　ご興味のある方、少林寺住職までお問い合わせ下さい。

（
訳
）

（
訳
）

　

色
は
匂
へ
ど

　

我
が
世
誰
ぞ

　

有
為
の
奥
山

　

浅
き
夢
見
じ

散
り
ぬ
る
を

常
な
ら
む　
　

今
日
越
え
て

酔
ひ
も
せ
ず

（
諸
行
無
常
）

（
是
生
滅
法
）

（
生
滅
滅
已
）

（
寂
滅
為
楽
）
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月
の
あ
る
環
境
は
私
た
ち
が
生
ま
れ
て
き
た
故

郷
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
内
容
を
前
回
読
ん
で

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
少
林
寺
に
お
か
れ
て
も
坐

禅
と
か
ヨ
ガ
の
実
践
を
月
を
意
識
し
つ
つ
行
な
っ

て
お
ら
れ
、
こ
の
試
み
は
私
た
ち
の
身
体
や
精
神

の
回
復
と
い
っ
た
ひ
じ
ょ
う
に
今
日
的
な
課
題
に

関
わ
る
の
で
、
さ
ら
に
話
を
つ
づ
け
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

も
と
も
と
人
類
は
、何
万
年
も
の
あ
い
だ
、月
（
太

陽
の
存
在
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
）
の
自
然
環
境
と

人
間
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
感
じ
て
生

き
て
き
た
も
の
で
す
。
満
ち
欠
け
し
て
日
々
変
わ

る
月
は
人
の
盛
衰
に
直
結
し
て
い
て
、
た
と
え
ば
、

中
国
で
発
展
し
た
ハ
リ
・
灸
な
ど
の
技
術
は
月
の

状
態
（
満
ち
て
い
く
月
か
欠
け
て
い
く
月
か
と
い

う
状
態
）
に
よ
っ
て
施
療
が
行
な
わ
れ
ま
し
た

（
紀
元
前
二
千
数
百
年
前
の
『
黄
帝
内
経
（
こ
う
て

い
だ
い
け
い
）』
と
い
っ
た
も
っ
と
も
初
期
の
医
学

書
に
そ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
）。
西
洋
で
も

事
情
は
お
な
じ
で
、「
医
」
を
め
ぐ
っ
て
月
を
重
視

す
る
態
度
に
東
西
の
ち
が
い
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
人
間
観
、
自
然
観
は
近
代
に
な
っ
て

く
ず
れ
ま
し
た
。
医
学
と
か
化
学
と
か
の
「
近
代

科
学
」
が
誕
生
し
て
か
ら
の
こ
と
で
、
人
体
を
も
っ

ぱ
ら
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
モ
ノ
と
し
て
見
る

考
え
方
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在

私
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
出
産
・
誕
生
か
ら
死
に

い
た
る
ま
で
の
人
生
全
体
が
医
療
に
よ
っ
て
左
右

坐
禅
、
ヨ
ガ
と
月

志
賀
　
勝

さ
れ
て
い
て
、
こ
の
医
療
の
過
干
渉
と
も
い
え
る
弊

害
も
ま
た
深
刻
な
今
日
の
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

自
然
の
存
在
で
あ
る
べ
き
人
間
の
身
体
、
精
神
の
回

復
が
き
わ
め
て
切
実
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

原
始
仏
典
と
い
わ
れ
る
、
も
っ
と
も
初
期
の
仏
教

の
記
録
を
読
ん
で
み
る
と
、
仏
陀
（
お
釈
迦
様
）
が

月
に
た
と
え
ら
れ
た
リ
、
仏
陀
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ

た
人
び
と
の
集
会
が
か
な
ら
ず
満
月
の
下
で
行
な
わ

れ
た
り
し
て
い
て
感
動
的
で
す
が
、
月
の
存
在
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
人
も
存
在
し
、
人
の
つ
な
が
り
も

成
立
し
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　

近
年
注
目
が
あ
つ
ま
る
ヨ
ガ
も
イ
ン
ド
発
祥
で
す

が
、
仏
教
の
坐
禅
も
ま
た
も
と
も
と
は
ヨ
ガ
と
源
流

を
お
な
じ
く
す
る
も
の
で
す
。
ヨ
ガ
に
は
新
月
、
満

月
時
の
特
別
な
技
法
が
あ
り
、
月
を
意
識
し
た
身
体
、

精
神
の
養
生
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
坐
禅

も
ま
た
月
と
親
和
的
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
お
寺
で

取
り
組
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
実
践
は
、
古
く
か
ら
の

伝
統
を
重
視
し
、
し
か
も
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
ゆ
が

み
か
ら
人
間
を
解
き
放
つ
画
期
的
な
試
み
だ
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
岐
阜
県
の
郡
上
市

に
あ
る
秋
葉
三
尺
坊
と
い
う
曹
洞
宗
の
お
寺
で

も
新
月
、
満
月
の
夜
の
坐
禅
を
は
じ
め
て
い
る

そ
う
で
す
。
宗
派
全
体
に
お
な
じ
よ
う
な
動
き

が
あ
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
志

し
て
い
る
「
月
の
復
興
」
に
も
つ
な
が
る
こ
の

よ
う
な
動
向
は
じ
つ
に
心
強
く
、
そ
の
広
が
り

を
注
視
し
て
見
守
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

http://tsukigoyomi.jp

三
月
よ
り
「
英
語
教
室
」
開
始

　

講
師　

山
本 

明
徳 

先
生

小
学
四
年
生
〜
六
年
生
十
二
名

①
礼
儀
作
法
を
学
び

②
美
し
い
日
本
語
会
話
の
習
慣

③
英
語
力
を
身
に
付
け
る

将
来
活
躍
で
き
る
よ
う
指
導
し

て
い
ま
す
。

み
ん
な
元
気
い
っ
ぱ
い
、
よ
く

頑
張
っ
て
い
ま
す
！

なむなむ　のんのんさまなむなむ　のんのんさま

寺
小
屋

ご意見、ご感想、投稿【 募集中 】
趣味、特技等の発表にお使い下さい

「なむなむ のんのんさま」「檀信徒を訪ねて」
出ませんか？　お気軽にお声かけ下さい
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総
代
長　
　

福
島　

鎭
夫

総
代　
　
　

岸　
　

章
弘

総
代
会
計　

髙
柳　

泰
雄

総
代　
　
　

片
山　

勇

護
持
会
新
役
員 

紹
介

理
事　
　
　

保
田　

長
昭

理
事　
　
　

國
米　

道
雄

代
表
監
事　

西
山　

哲
也

監
事　
　
　

實
成　

喜
久
治

監
事　
　
　

政
安　

敏
章

監
事　
　
　

澤
田　

祐
二

協
議
員　
　

牧
原　

実

協
議
員　
　

奥　
　

良
文

協
議
員　
　

政
安　

眞
守

協
議
員　
　

中
島　

孝
志

協
議
員　
　

森　
　

健
樹

協
議
員　
　

福
島　

康
弘

協
議
員　
　

岡　
　

徳
義

協
議
員　
　

小
林　

和
徳

協
議
員　
　

福
島　

滋

協
議
員　
　

杉
井　

勝
行

協
議
員　
　

永
田　

千
津
子

協
議
員　
　

岡
本　

福
三

協
議
員　
　

難
波　

幸
宏

協
議
員　
　

實
成　

尚
美

協
議
員　
　

國
米　

章
次

協
議
員　
　

實
成　

幸
雄

　
　
　
　
（
順
不
同
敬
称
略
）

　

旧
役
員
様
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
新
役
員
様
四

年
間
宜
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

護持会総会

お
寺
で
ヨ
ガ

　
旧
暦
元
日
（
一
月
二
十
八
日
）
新
年
、
新
月
、

月
の
再
生
に
合
わ
せ
人
も
リ
セ
ッ
ト
！
ま
ず
は

ご
本
尊
〈
観
音
〉
様
へ
お
勤
め
。
次
に
〈
田
中

峰
彦
〉
先
生
に
よ
る
イ
ン
ド
の
伝
統
楽
器
「
シ

タ
ー
ル
」
の
生
演
奏
。
そ
し
て
、〈
ス
カ
ッ
ト

☆
リ
ン
ダ
〉先
生
の
ヨ
ガ
教
室
。
ヨ
ガ
と
シ
タ
ー

ル
の
コ
ラ
ボ
は
何
と
も
心
地
よ
く
、
最
後
に
参

加
者
十
三
名
で
若
水
生
姜
湯
で
懇
親
会
。

　
三
月
十
八
日
よ
り
〈
ス
カ
ッ
ト
☆
リ
ン
ダ
〉

先
生
の
ヨ
ガ
教
室
を
定
期
開
催
。
毎
月
第
一
・

第
三
土
曜
日
（
詳
細
１
４
頁
）
で
す
。

田中峰彦　先生

スカット☆リンダ　先生

筆
頭
理
事　

政
安　

広
規

筆
頭
理
事　

河
原　

静
嘉

筆
頭
理
事　

楽
間　

真
一

筆
頭
理
事　

山
口　

訓
秀

理
事　
　
　

原
田　

泰

理
事　
　
　

福
島　

収
三



会
長　
　

小
林　

真
佐
子

副
会
長　

武
村　

依
子

副
会
長　

實
成　

恵
子

会
計　
　

政
安　

千
恵
子

理
事　
　

森　
　

雅
恵

理
事　
　

出
平　

英
子

理
事　
　

杉
井　

聖
子

理
事　
　

原
田　

由
美
子

理
事　
　

河
本　

和
子

理
事　
　

乢　
　

ひ
さ
江

婦
人
会
新
役
員 

紹
介

理
事　
　

福
島　

文
子

理
事　
　

國
米　

貞
子

理
事　
　

實
成　

良
子

理
事　
　

大
田　

佳
子

監
事　
　

原
田　

郁
子

監
事　
　

政
安　

由
紀
子

評
議
員　

牧
原　

良
子

評
議
員　

奥　
　

朋

評
議
員　

政
安　

知
恵
子

評
議
員　

中
島　

け
い
子

評
議
員　

岡　
　

千
与
美

評
議
員　

矢
宗　

き
み
子

評
議
員　

福
島　

千
恵
美

評
議
員　

河
原　

香
枝

評
議
員　

太
田　

弘
子

評
議
員　

一
柳　

清
美

評
議
員　

近
藤　

愛

評
議
員　

高
柳　

砂
知
子　

評
議
員　

岡
本　

文
子

評
議
員　

國
米　

梅
子

評
議
員　

國
米　

直
子

評
議
員　

實
成　

尚
美

　
　
　
　
（
順
不
同
敬
称
略
）

　

い
つ
も
お
力
添
え
頂
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
二

年
間
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

婦人会総会

●
奉
仕
清
掃
活
動

　
三
月
二
十
日

　
　
　
　
　
中
北
下
地
区

●
法
要
接
客
係

　
総
供
養(

三
月
二
十
日)

・
保
田
カ
ツ
エ
さ
ん

・
永
田
千
津
子
さ
ん

　
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

皆
様
の
お
陰
で
美
観
が
保
た

れ
、
行
事
を
営
む
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
い
つ
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
冬
の
大
雪
。

原
田
豊
さ
ん
が
重
機

で
四
日
間
除
雪
作
業

を
奉
仕
頂
き
ま
し

た
。
　
　
　
　
　

【お話し聞きます】
悩んでいる方、落ち込んでいる方、
寂しさを感じている方、つらい方、
私で宜しければ、
お話し聞かせて頂けませんか。
また、人生相談、仏事相談も
ご遠慮なく。いつでも、どうぞ。
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檀信徒を訪ねて　
３
月
８
日
〜
１
０
日
の
２
泊
３
日

で
住
職
と
行
く
参
拝
の
旅
が
あ
り
参

加
し
ま
し
た
。
出
発
時
に
は
雪
花
が

舞
う
寒
い
朝
で
し
た
が
、
中
国
道
を

東
に
兵
庫
県
に
入
る
頃
に
は
空
も
明

る
く
な
り
、
お
陰
様
で
３
日
間
と
も

好
天
に
恵
ま
れ
楽
し
い
旅
が
出
来
ま

し
た
。
バ
ス
に
ゆ
ら
れ
昼
前
に
着
い

た
関
ケ
原
は
さ
す
が
に
山
中
で
春
の

雪
景
色
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

―

日
本
の
歴
史
を
変
え
た
関
ケ
原―

　
家
康
と
三
成
の
天
下
分
け
目
の
合

戦
を
再
現
し
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
で
は

２
５
０
体
以
上
の
等
身
大
の
武
将
人

形
が
合
戦
を
再
現
し
、
東
西
両
軍
の

布
陣
を
体
感
し
当
時
の
戦
場
の
雰
囲

気
を
味
わ
い
ま
し
た
。
小
早
川
秀
秋

が
寝
返
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
日
本
の

歴
史
は
変
わ
っ
て
い
た
か
も
、
そ
ん

な
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら…

。　
　

な
厳
し
さ
も
な
く
夕
食
の
精
進
料
理

に
ア
ル
コ
ー
ル
（
御
神
酒
）
が
出
た
の

に
は
驚
き
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

―
 

居
眠
り
か
ら
つ
い
た
可
睡
斎―

　
可
睡
斎
は
袋
井
市
に
あ
る
曹
洞
宗

の
寺
院
で
江
戸
時
代
に
は
東
海
４
カ

国
の
寺
を
取
り
締
ま
る
地
位
の
高
い

お
寺
で
、
あ
る
時
和
尚
が
家
康
の
前

で
居
眠
り
を
始
め
た
た
め
、
親
愛
を

こ
め
て
「
可
睡
斎
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

そ
う
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
訪
れ
た
時
に
は
可
睡
斎
の
ひ
な
祭

―

日
本
最
古
の
犬
山
城―

　
木
曽
川
の
ほ
と
り
の
小
高
い
山
に

建
て
ら
れ
た
国
宝
の
天
守
閣
か
ら
の

３
６
０
度
見
渡
せ
る
眺
め
は
絶
景
で

し
た
。
天
守
は
日
本
最
古
の
様
式
ら

し
い
で
す
が
、
急
な
階
段
に
は
２
〜

３
日
足
を
痛
め
ら
れ
ま
し
た
。　
　

　

―

豊
川
稲
荷
は
曹
洞
宗
の
お
寺
さ
ん―

　
稲
荷
と
聞
け
ば
神
社
を
思
い
浮
か

べ
る
人
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

豊
川
稲
荷
は
曹
洞
宗
の
寺
院
で
し

た
。
正
式
名
称
は
「
円
福
山
豊
川
閣

妙
厳
寺
」
で
す
。
住
職
の
「
明
治
政

府
の
神
仏
分
離
政
策
に
よ
り
神
仏
が

区
別
さ
れ
た
」
で
納
得
。
鎮
守
が
稲

穂
を
荷
な
い
白
い
狐
に
跨
っ
て
い
る

た
め
、
狐
を
祀
る
稲
荷
と
は
違
う
よ

う
で
す
。
神
仏
が
集
合
し
て
い
た
頃

の
鳥
居
が
境
内
に
は
立
っ
て
お
り
、

豊
川
稲
荷
の
名
で
知
ら
れ
て
い
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
市
街
地
に
在
り
な
が
ら
も
広
い
境

内
は
静
か
で
多
く
の
建
造
物
や
狐
塚

に
は
見
渡
す
限
り
の
石
像
が
並
ん
だ

キ
ツ
ネ
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。　
　

　
泊
も
数
年
前
訪
れ
た
永
平
寺
の
様

豊
川
稲
荷
参
拝
と

　
檀
信
徒
ふ
れ
あ
い
の
旅

片
山　
勇

豊川稲荷・可睡斎ひなまつり・日泰寺　　～住職と行く２泊３日参拝の旅～

関ヶ原ウォーランド犬山城

豊川稲荷

豊川稲荷に宿泊し、清々しい朝の境内散策



檀信徒を訪ねて
り
が
開
か
れ
て
お
り
、
お
堂
の
通
路

に
も
び
っ
し
り
の
ひ
な
人
形
が
並

び
、
大
広
間
に
は
３
２
段
・
１
２
０

０
体
の
お
ひ
な
様
に
圧
倒
さ
れ
、
多

く
の
観
光
客
に
華
や
か
さ
を
演
出
し

て
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

―
 

お
釈
迦
様
日
泰
寺―

　

　
い
ず
れ
の
宗
派
に
も
属
さ
な
い
日
本

の
全
仏
教
徒
の
た
め
の
寺
院
で
、
お

釈
迦
様
の
真
骨
を
タ
イ
国
よ
り
拝
受

し
奉
安
す
る
た
め
に
建
立
さ
れ
た
そ

う
で
す
。
全
員
で
舎
利
礼
文
を
読
経

し
礼
拝
し
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　

　
旅
の
概
要
は
以
上
で
す
が
、
今
回
の

参
拝
は
予
定
の
人
員
よ
り
少
な
い
１
８

名
で
の
旅
で
多
少
寂
し
か
っ
た
で
す

が
、
３
カ
寺
で
の
参
拝
を
は
じ
め
今
日

ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
な
観
光
地
を
巡
り
大
い
に
盛
り
上
が

り
ま
し
た
。
ま
た
、
食
事
や
宴
会
を
含

め
初
対
面
の
人
と
も
親
し
く
な
り
、

顔
と
名
前
が
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
も
収
穫
で
し
た
。　
　
　
　
　
　

―
 

光
の
ト
ン
ネ
ル
な
ば
な
の
里―

　
長
島
温
泉
の
近
く
の
な
ば
な
の
里

に
昼
夜
２
度
行
き
ま
し
た
。
昼
は
日

本
最
大
級
の
ガ
ー
デ
ン
巡
り
、
満
開

の
紅
梅
や
温
室
内
で
は
多
種
の
花
々

を
栽
培
。
特
に
ベ
ゴ
ニ
ア
が
咲
き
乱

れ
る
様
子
は
圧
巻
で
し
た
。
夜
は
巨

大
パ
ノ
ラ
マ
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

ン
。
巨
大
な
大
地
に
富
士
山
や
飛
び

跳
ね
る
イ
ル
カ
や
ら
の
す
ご
い
演

出
。
ま
た
長
い
光
の
ト
ン
ネ
ル
。
感

動
も
の
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

豊川稲荷・可睡斎ひなまつり・日泰寺　　～住職と行く２泊３日参拝の旅～

なばなの里でお花見

２００メートルの光トンネル

火防総本山秋葉総本殿可睡斎32段 1,200 体のお雛様

なばなの里　イルミネーション なばなの里　ベゴニアガーデン
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御
住
職
が
修
行
を
さ
れ
た
豊
川
稲

荷
に
か
ね
て
か
ら
参
拝
し
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
、
真
っ
先
に
参
加

の
返
事
を
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
今
回
の
参
拝
の
行
程
は
豊
川
稲

荷
・
可
睡
斎
・
日
泰
寺
等
々
と
盛
り

沢
山
の
行
程
で
し
た
。
　
　
　
　

　
無
知
な
私
に
は
稲
荷
と
曹
洞
宗
と

の
繋
が
り
が
不
思
議
で
し
た
が
、
今

回
の
参
拝
を
機
に
そ
の
事
を
理
解
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
稲
荷
と
い

え
ど
も
曹
洞
宗
の
寺
院
で
あ
る
こ

と
。
鎮
守
様
（
豊
川
吒
枳
尼
眞
天
）

が
稲
穂
を
荷
っ
て
白
い
狐
に
跨
が
っ

て
お
ら
れ
る
事
か
ら
「
豊
川
稲
荷
」

の
発
祥
の
こ
と
で
す
。
少
林
寺
に
飾

ら
れ
て
い
る
ポ
ス
タ
ー
で
拝
見
し
た

大
き
な
鐘
楼
も
見
る
こ
と
が
出
来
、

感
慨
深
か
っ
た
で
す
。
　
　
　
　

　
今
回
の
参
拝
旅
行
は
、
私
に
と
っ
て

大
変
あ
り
が
た
い
も
の
で
し
た
。

　
御
住
職
の
ポ
ス
タ
ー
を
拝
見
し
た
と

き
か
ら
、
豊
川
稲
荷
っ
て
ど
ん
な
所
な

の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
の

で
、喜
ん
で
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

実
際
に
連
れ
て
行
っ
て
頂
き
、
参
拝
す

る
こ
と
が
で
き
大
感
激
で
し
た
。
　

　
新
し
く
出
来
た
て
の
お
部
屋
で
食
事

を
頂
き
、
お
寺
の
中
も
案
内
し
て
頂
い

て
、
ご
祈
祷
も
し
て
頂
い
て
、
こ
ん
な

あ
り
が
た
い
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
た
く
さ
ん
の
き
つ
ね
様
に
も
お
会

い
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
　
　
　
　

　
可
睡
斎
に
お
き
ま
し
て
は
、
先
代

の
御
住
職
が
修
行
さ
れ
た
寺
院
の
一

つ
だ
そ
う
で
す
。
徳
川
家
と
所
縁
の

寺
院
で
徳
川
家
の
大
き
な
位
牌
が
祀

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
お
ま
け
に
お
ひ

な
祭
り
も
催
し
さ
れ
て
い
て
、
見
た

こ
と
も
無
い
く
ら
い
、
大
き
な
見
事

な
段
飾
り
の
お
雛
様
を
見
る
事
が
出

来
ま
し
た
。
ま
た
日
本
で
唯
一
重
要

文
化
財
に
な
り
現
在
も
使
用
さ
れ
て

い
る
ト
イ
レ
も
見
る
こ
と
も
出
来
、

そ
の
ト
イ
レ
を
今
は
亡
き
、
ポ
ー
ル

牧
（
曹
洞
宗
僧
侶
）
が
掃
除
を
し
た

そ
う
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
日
泰
寺
に
お
い
て
は
、
お
釈
迦
様

の
お
骨
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
仏
舎
利

塔
も
関
係
者
の
配
慮
を
頂
き
、
普
段

は
行
け
な
い
所
ま
で
行
き
、
間
近
に

参
拝
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
　
　

　
参
加
者
の
皆
様
と
親
睦
を
深
め
つ

つ
、
貴
重
な
多
く
の
経
験
を
さ
せ
て
頂

い
た
事
は
、御
住
職
を
は
じ
め
参
加
者
、

関
係
者
皆
様
の
お
陰
で
す
。
皆
様
方

に
お
世
話
に
な
り
楽
し
く
参
拝
出
来

た
事
も
大
切
な
人
生
の
思
い
出
の
一

つ
と
な
り
ま
し
た
。
有
り
難
う
御
座
い

ま
し
た
。    

　
　
　
　
　
　
　
合
掌
　

お
寺
の
参
拝
旅
行
を
終
え
て

牧
原
　
良
子

可睡斎　日本一の東司（トイレ )

釈尊御真骨奉安塔 お釈迦様のお墓参り

豊川稲荷の狐塚

住
職
と
行
く

　
参
拝
旅
行
に
参
加
し
て

政
安
　
広
規

檀信徒を訪ねて豊川稲荷・可睡斎ひなまつり・日泰寺　　～住職と行く２泊３日参拝の旅～



檀信徒を訪ねて
　
ま
た
、
た
く
さ
ん
の
位
牌
が
整
然

と
並
べ
ら
れ
た
位
牌
堂
に
も
ま
た
ま

た
び
っ
く
り
で
し
た
。
気
持
ち
が
引

き
締
ま
る
思
い
で
し
た
。
　
　
　

　
二
日
目
の
可
睡
斎
で
の
、
お
ひ
な

ま
つ
り
。
凄
い
数
の
綺
麗
に
飾
ら
れ

た
立
派
な
、
お
ひ
な
様
に
は
見
と
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　

　
私
が
子
供
の
時
に
は
、
家
に
お
ひ

な
様
は
な
く
、
私
の
子
供
は
男
の
子

ば
か
り
な
の
で
、
お
ひ
な
様
を
飾
っ

た
事
が
な
か
っ
た
の
で
本
当
に
感
動

し
ま
し
た
。
こ
の
年
で
子
供
に
返
っ

た
よ
う
な
喜
び
で
し
た
。
　
　
　
　

　
そ
し
て
、
な
ば
な
の
里
。
昼
間
も

き
れ
い
と
思
っ
て
見
ま
し
た
が
、
夜

の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
素
晴
ら
し

い
も
の
で
し
た
。
私
は
生
ま
れ
て
初

め
て
こ
の
よ
う
な
綺
麗
で
凄
い
イ
ル

ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
見
ま
し
た
。
日
頃

の
ス
ト
レ
ス
も
吹
っ
飛
び
ま
し
た
。

　
次
々
と
い
い
所
へ
連
れ
て
行
っ
て

頂
き
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
私
は
旅
行
前
一
ヶ
月
程
、
仕
事
の

こ
と
で
悩
み
、
夜
が
よ
く
眠
れ
な
く

な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
こ

の
お
寺
の
参
拝
旅
行
か
ら
帰
っ
て
か

ら
は
、
お
陰
様
で
夜
熟
睡
出
来
る
様

に
な
り
、体
調
も
よ
く
な
り
ま
し
て
、

と
て
も
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
御
住
職
様
は
じ
め
、
一
緒
に
旅
行

さ
れ
た
皆
様
、
職
場
の
皆
さ
ん
、
留

守
番
を
し
て
私
を
行
か
せ
て
く
れ
た

主
人
に
、
感
謝
、
感
謝
の
旅
で
し
た
。

豊川稲荷・可睡斎ひなまつり・日泰寺　　～住職と行く２泊３日参拝の旅～

日本三大稲荷　豊川稲荷　　後ろの本殿（総欅造り高さ約 30ｍ）にて早朝祈祷

可睡斎ひなまつりなばなの里　イルミネーション　今年のテーマは「大地」

三
月
八
日
〜
十
日
　
　
参
加
者
十
八
名

協
力
　
ビ
ー
エ
ス
観
光

中
鉄
観
光
バ
ス

11
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昨
年
ま
で
六
月
に
開
催
し
て
お

り
ま
し
た
総
供
養
会
を
本
年
か
ら

春
彼
岸
に
変
更
し
、
三
月
二
十
日
、

約
六
十
名
の
参
列
を
頂
き
営
ま
れ

ま
し
た
。
常
寂
光
寺
ご
住
職
〈
山

縣
洋
典
〉
老
師
（
山
口
県
）
よ
り

ご
法
話
を
頂
き
ま
し
た
の
で
、
一

部
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
私
の
祖
母
は
と
て
も
元
気
な
人

だ
っ
た
。
し
か
し
、
八
十
才
を
超

え
た
く
ら
い
に
急
に
視
力
が
衰
え
、

余
り
動
か
な
く
な
り
食
欲
も
減
り
、

ま
た
記
憶
も
曖
昧
に
な
り
、
徐
々

に
調
子
が
悪
く
な
っ
て
き
た
。
そ

の
原
因
で
あ
る
目
の
手
術
を
す
る

こ
と
に
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　

　
祖
母
は
手
術
後
、
こ
ん
な
シ
ミ

き
た
食
物
は
、
植
物
や
動
物
で
は

な
い
。
命
を
賜
わ
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
食
べ
る
の
語
源
は
、
た
ま

わ
る
。
有
り
難
く
頂
く
。
他
の
命

を
自
分
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
分
の
命
を
長
ら
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と

わ
か
っ
て
食
事
し
て
い
ま
す
か
。

と
い
う
こ
と
で
す
。
　
　
　
　  

　

　
そ
う
考
え
ま
す
と
、
自
分
の
命

は
自
分
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
命
は
他
の
命
の
上
に
奇
跡
の

よ
う
に
成
り
立
っ
て
い
る
有
り
難

い
も
の
な
の
だ
と
わ
か
れ
ば
、
自

分
の
こ
の
命
に
感
謝
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
ま
た
自
分
の
命
と
同
じ

よ
う
に
他
の
命
を
慈
し
む
こ
と
も

出
来
る
の
で
す
。
自
分
の
命
も
他

の
命
も
変
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ

う
し
ま
す
と
、
む
や
み
に
植
物
や

動
物
を
痛
め
つ
け
た
り
排
除
し
た

り
す
る
こ
と
は
自
分
を
傷
つ
け
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
け
し
て
そ
れ

は
出
来
な
い
。
考
え
る
こ
と
も
な

く
な
る
わ
け
で
す
。
　
　
　
　

　
一
番
身
近
で
あ
る
自
分
の
こ
の

大
切
な
他
か
ら
頂
い
た
命
の
有
り

難
み
が
わ
か
り
ま
す
か
。
祖
母
が

や
シ
ワ
が
見
え
る
の
だ
っ
た
ら
見

え
な
か
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
と
冗

談
を
言
え
る
ほ
ど
回
復
し
た
。
更

に
、
家
に
帰
る
と
埃
や
ゴ
ミ
が
よ

く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る

と
掃
除
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

人
間
と
い
う
の
は
よ
く
な
い
方
に

も
ず
っ
と
傾
い
て
行
き
ま
す
け
ど
、

反
対
に
振
れ
る
時
も
ぐ
っ
と
傾
い

て
い
く
。
動
い
て
掃
除
を
す
れ
ば

お
腹
が
す
き
食
欲
が
出
て
、
身
体

が
調
子
よ
く
な
る
。
色
ん
な
機
能

が
活
発
に
動
き
出
す
。
綺
麗
に
す

れ
ば
心
も
前
向
き
に
な
る
。
記
憶

や
意
識
も
し
っ
か
り
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
夜
寝
て
朝
起
き
る
と
い

う
リ
ズ
ム
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
後
、
百
才
ま
で
元
気
に

生
き
た
祖
母
の
人
生
で
あ
り
ま
す
。

　
葬
儀
後
、
目
を
患
っ
た
の
が
き

っ
か
け
で
、
か
え
っ
て
前
向
き
に

い
い
人
生
を
お
く
れ
た
の
だ
ろ
う
。

と
皆
で
話
し
ま
し
た
。
　
　
　
　

　
今
日
は
、
そ
の
祖
母
の
長
生
き

の
秘
訣
を
お
話
い
た
し
ま
す
。
　

　
葬
儀
後
に
祖
母
の
日
記
を
見
つ

け
ま
し
た
。
す
る
と
、
必
ず
最
後

に
「
今
日
も
一
日
元
気
で
過
ご
せ

た
自
分
に
感
謝
し
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
書
か
れ
て

い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
日
一
緒
に
唱
え
た
お
経
の
内

容
の
中
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
一
番

尊
い
こ
と
は
何
か
？
　
　
　
　
　

　
そ
れ
は
、
自
分
に
感
謝
が
出
来

る
か
ど
う
か
で
す
。 

　
　
　
　
　
　

　
自
分
が
ま
さ
に
有
り
難
い
。
有

り
難
い
と
は
滅
多
に
な
い
。
奇
跡

の
状
態
で
今
こ
こ
に
生
か
さ
れ
て

い
る
の
だ
。
一
日
本
当
に
尊
い
時

間
を
過
ご
し
生
き
る
こ
と
が
出
来

た
。
有
り
難
か
っ
た
な
。
自
分
に

感
謝
出
来
る
。
私
た
ち
は
自
分
の

身
体
を
自
分
の
も
の
よ
う
に
考
え

が
ち
で
す
。
右
手
を
挙
げ
よ
う
と

思
え
ば
右
手
が
挙
が
る
。
首
を
振

ろ
う
と
思
え
ば
首
が
振
れ
る
。
自

在
に
な
る
よ
う
に
思
い
が
ち
で
あ

る
が
、
け
し
て
そ
う
で
は
な
い
。 

　

　
こ
の
命
と
い
う
の
は
自
分
以
外

の
命
の
寄
せ
集
め
で
出
来
上
が
っ

て
い
る
。
皆
さ
ん
が
今
日
朝
お
口

に
入
れ
ら
れ
た
ご
飯
一
つ
粒
。
皆

さ
ん
の
口
と
ご
飯
が
ご
縁
が
な
け

れ
ば
そ
こ
に
入
っ
て
こ
な
い
わ
け

で
す
。
皆
さ
ん
の
身
体
に
入
っ
て

檀
信
徒
総
供
養
会



　
道
元
禅
師
の
お
言
葉
に
「
霧
の
中

を
行
け
ば
、覚
え
ざ
る
に
衣
し
め
る
。

よ
き
人
に
近
づ
け
ば
覚
え
ざ
る
に
よ

き
人
と
な
る
な
り
。」
と
あ
り
ま
す
。

　
湿
気
が
あ
る
所
に
行
く
と
、
知
ら

な
い
間
に
衣
が
湿
気
を
帯
び
て
重
く

な
り
ま
す
。
善
い
人
の
傍
に
い
ま
す

と
そ
の
人
の
お
考
え
や
行
動
を
知
ら

ず
に
マ
ネ
（
学
び
）
を
し
て
自
分
自

身
も
よ
い
方
へ
向
い
て
い
き
ま
す
よ
。

　
善
い
こ
と
、
悪
い
こ
と
を
勝
手
に

自
分
の
心
の
中
で
分
け
て
い
ま
せ
ん

か
。
あ
〜
し
ま
っ
た
な
と
思
う
こ
と

の
方
が
人
生
に
お
い
て
は
多
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
事
も
踏

ま
え
て
今
の
自
分
が
あ
る
の
だ
と
考

え
る
よ
う
に
努
力
し
ま
せ
ん
か
。
後

悔
や
反
省
す
る
こ
と
の
多
い
人
生
で

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ

そ
今
の
自
分
が
あ
る
の
だ
と
努
力
す

る
よ
う
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
と
道
元

禅
師
は
説
か
れ
て
い
る
と
思
う
の
で

す
。 

　
一
日
の
自
分
の
行
い
や
考
え
方
を

振
り
返
る
よ
う
な
時
間
を
作
っ
て
頂

き
、
こ
こ
だ
と
思
う
よ
う
な
一
歩
を

踏
み
出
せ
る
よ
う
な
有
意
義
な
人
生

を
送
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
当
に
有
意
義
で
自
分
の
人
生
を

全
う
出
来
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
心

掛
け
で
あ
り
ま
し
た
。
身
体
が
動

く
か
ら
だ
け
で
な
く
心
が
そ
こ
に

あ
っ
た
か
ら
で
す
。「
一
日
一
生
」

と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
朝

起
き
た
時
に
自
分
は
新
し
く
生
ま

れ
た
。
今
日
こ
の
命
。
目
が
覚
め

る
と
い
う
こ
と
は
命
を
賜
わ
っ
て

い
る
。
目
を
覚
ま
さ
し
頂
い
た
。

そ
う
す
る
と
何
か
ま
だ
自
分
自
身

や
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
。
さ
せ
て

頂
く
事
が
ま
だ
何
か
あ
る
か
ら
こ

そ
目
が
覚
め
た
の
だ
。
と
考
え
て

一
日
を
過
ご
す
。
す
る
と
、
明
日

や
れ
ば
、
こ
の
次
や
れ
ば
よ
い
と

は
考
え
が
浮
か
ば
な
い
は
ず
で
す
。

何
故
な
ら
、
ど
こ
で
こ
の
命
が
尽

き
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　
そ
し
て
、
一
日
を
終
え
て
床
に

つ
く
時
に
は
、
あ
〜
今
日
も
一
日

過
ご
す
こ
と
が
出
来
有
り
難
か
っ

た
な
。
も
う
こ
れ
で
よ
い
と
思
え

る
よ
う
な
一
日
を
過
ご
せ
ば
満
足

し
て
眠
り
に
つ
く
こ
と
が
出
来
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
ま
た
次
の
日
に
目
が
覚
め

れ
ば
同
じ
よ
う
に
新
し
い
自
分
が

そ
こ
に
誕
生
さ
せ
て
頂
い
た
。
こ

れ
か
ら
と
い
う
気
持
ち
で
ま
た
一

日
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う

し
た
一
日
一
日
の
積
み
重
ね
こ
そ

が
私
た
ち
自
身
を
有
意
義
な
人
生

を
送
る
た
め
の
ま
さ
に
祖
母
の
長

生
き
の
秘
訣
で
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
　
　
　

　
正
し
い
と
い
う
文
字
は
「
一
」

に
「
止
」。
一
度
止
ま
る
こ
と
で
、

正
し
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で

は
な
い
か
。
自
分
よ
が
り
の
正
し

さ
で
は
な
く
、
自
分
自
身
一
度
立

ち
止
ま
り
、
よ
く
よ
く
自
分
自
身

を
考
え
確
認
し
て
頂
く
と
よ
い
と

思
い
ま
す
。
自
分
の
人
生
を
自
分

自
身
が
照
ら
し
見
つ
め
直
す
こ
と

で
、
益
々
ご
縁
の
あ
る
方
へ
の
感

謝
の
気
持
ち
が
深
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
仏
道
に
準
じ
る
こ
と
日
々

の
お
勤
め
の
根
幹
で
あ
り
ま
す
。

　
毎
日
、
お
休
み
の
前
に
は
一
度

立
ち
止
ま
り
、
自
分
に
感
謝
し
、

他
の
全
て
の
命
に
感
謝
し
て
み
て

は
如
何
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ど
ん

な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の

心
構
え
を
持
つ
こ
と
で
、
後
で
有

意
義
な
人
生
だ
っ
た
と
思
え
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
訳
で
あ
り
ま

す
。
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【お寺でヨガ】

6/3　6/17　7/1　7/15　8/5　※8/26　9/2　9/16　10/7
10/21　11/4（満月）　11/18（新月）　12/2　12/16　1/6　1/20

・日程　毎月第１・３土曜日　14:30 ～ 16:00
・持物　動き易い服装、お茶又は水、ヨガマット又はバスタオル
・定員　5名～ 1５名（予約制先着順） ・料金１,２00円（回数券あります）
・ご予約は、前日午後５時までに「氏名・連絡先」をお知らせ下さい。
・少人数の場合は中止 (ご連絡します )もございますのでご了承下さい。

【盂蘭盆大施食会】8/18（金）15:00
高野山真言宗　多聞寺ご住職　桂米裕 (吉田宥禪 )師
16:15 盆供養法要　　17:30 頃 終了予定

お寺の広い空間で、深い呼吸、ゆったりとした動きで、内なる
エネルギーと美、自由な精神や充足感を高めて行きます。
初心者やご年配の方でも安心して行えます。

【禅道場体験】

・参加資格…やる気ある人
・対象…小学生以上
・予約制…先着７０名
・参加費…無料
・申込み方法…
　少林寺にて「禅道場体験入門願」
　ご記入下さい。
・持物…水筒・帽子
・締切…８月１０日

＜平成29年 6月～平成30年 1月予定＞

法話「お笑い説法」

8/23（水）　7:30受付 7:50～14:00

【お月見坐禅会】 10/4（水）
18:00 ～ お団子作り
19:00 ～ 坐禅、お楽しみイベント、お月見

中秋の名月 11/1（水）後の名月

うらぼんだいせじきえ

少林寺で修行を体験してみませんか？
（掃除、坐禅、読経、写経、お話など）

子供から大人まで檀家は問い
ません。お誘い合わせの上、
ご参加下さい。

【ヨガ講師 : スカット☆リンダ】
アーティスト、ヨガ指導者。画家として活動しながら、フラン
ス、インドネシア、岡山などでヨガを指導。現在岡山県美咲町
のとっても山奥の棚田 100選で知られる大はが西に、ヨガと
アートの空間「キッサコ (アート＆ヨガ道場喫茶去 )」を構える。
http://www.dojokissako.com/

行事予定
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●
私
が
十
二
年
過
ご
し
た
第
２

の
故
郷
「
愛
知
県
」。
中
学
卒

業
と
同
時
に
豊
川
稲
荷
へ
入
山

修
行
。
正
直
、
何
度
も
逃
げ
た

い
と
思
っ
た
ほ
ど
厳
し
く
辛

か
っ
た
。
そ
れ
を
支
え
て
く
れ

た
の
は
、
自
分
は
一
人
で
は
な

く
檀
信
徒
や
地
域
の
人
や
家
族

の
お
陰
で
今
が
有
る
。
そ
の
ご

恩
に
報
い
る
た
め
立
派
な
和
尚

に
な
る
ぞ
！
と
い
う
覚
悟
だ
っ

た
。
今
年
、
檀
信
徒
と
一
緒
に

お
参
り
で
き
本
当
に
有
り
難

か
っ
た
。
し
か
し
、
立
派
な
和

尚
に
は
ま
だ
道
半
ば…

。
初
心

を
忘
れ
ず
日
々
精
進
。　
　
　

         

●
坐
禅
、写
経
、御
詠
歌
、法
要
、

月
見
、修
行
体
験
、ヨ
ガ
、英
語
、

清
掃
活
動
な
ど…

最
近
は
寺
の

行
事
が
盛
り
沢
山
。
実
は
何
よ

り
私
自
身
が
楽
し
ん
で
い
る
。

お
寺
に
来
る
き
っ
か
け
の
入
口

を
増
や
し
た
こ
と
で
来
寺
者
が

増
加
。
有
り
難
い
こ
と
で
す
。

お
寺
を
元
気
に
し
た
い
。
お
寺

や
仏
教
で
、
人
を
救
い
た
と
い

う
思
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【覚禅会】
6/10  7/8  9/9  10/14  ※11/3（金）  12/9  1/13

【夜の坐禅会】 9/6（水）19:30
11/13（月）19:30
12/  7（木）19:30

・参加費無料。坐禅と写経の二部制です。一方の参加も可能です。
・足の不自由な方は、椅子に座り足を組まなくてもできます。
・写経は、椅子と机がございます。
・道具もあります。（使い慣れた道具があれば持参下さい）
・檀家、年齢性別は問いません。どなた様もお気軽にお越し下さい。
・団体の場合はご連絡下さい。個別の日程は要相談。
・個人、団体、企業など出張で坐禅会・写経会を致します。
・勝手ながら、急な日程変更もありますので事前にご確認頂ければ幸いです。

かくぜんかい

＜平成29年 6月～平成30年 1月予定＞
毎月第２土曜日（9:00～坐禅・行茶、10:00～読経・写経）

満月坐禅（旧暦7月 16日精霊送り）
少林寺開山忌（初代住職命日）
摂心会（釈尊覚り前夜）

【婦人会清掃活動】
６/２４（土）８:00　中北下地区
８/１８（金）８:00　坪井上地区
１２/１６（土）9:00　中北上地区
３/２１（水）８:00　坪井下地区

【奉仕清掃活動】７/３１（月）７:30　　９/１９（火）７:30

【御詠歌講員募集】
毎月２回
１回　2時間 (休憩有）1,500円
講師　源福寺ご住職  小谷典尚 先生
ご見学ご自由にどうぞ。

【総供養（先祖供養）】
3/21（水）　10:00 先祖供養

講演　志賀勝 先生
本紙連載中「お月さま」著者

【２年参り】12/31（日）
23:45 除夜の鐘

【修正会】元日～1/3
①11:00　　②14:00（随時受付）
厄払いなど新年のご祈祷します

しゅしょうえ

参加自由。一緒に私たちの少林寺を綺麗にしましょう。
鎌、軍手、鋤簾、草取り道具など各自ご用意出来る掃除道具をご持参下さい。

行事予定



16

曹洞宗 澤龍山 少林寺
〒709-4606 岡山県津山市中北上 1150
●電話 0868-57-2303  ●住職電話 080-6351-9686
●メール info@shorinzenji.com
●ホームページ　http://www.shorinzenji.com
●曹洞宗澤龍山少林寺フェイスブック　https://www.facebook.com/shorinzenji
●晃輝和尚のブログ「覚禅堂」　http://ameblo.jp/seiryo-koki/

フェイスブック

ブログ

・美作地区外の方は、お電話で日程をご連絡いたします。
・美作地区の方は、勝手ながら以下の予定表通りお勤めさせて頂きます。
・葬儀等で急な日程変更もございますことご了承下さい。
・ご都合の悪い方は、日程変更が可能ですのでご遠慮なくご連絡下さい。
・お留守の場合は、略式ながら外から読経させて頂きます。宜しくお願い致します。

【棚経（盆経）】 ・午前… 7時～13時頃　・午後… 12時～20時頃

日にち 曜日 時間 地域（仏壇の安置場所で表記）

5月下～6月上旬 関東、中部地域

6月頃 関西地域

中国（岡山県外）四国地域

岡山県南地域、新見市、勝央町、美作市

午前 加茂町、上横野、苫田郡鏡野町、宮部下

午後 宮尾、久米川南、神代、福田下、桑上、桑下、戸脇、美咲町

午前 山方、一宮、大田、沼

午後 上河原、北園町、山下、元魚町、椿高下、総社、小原

午前 林田、野介代、川崎、中原、横山、昭和町

午後 大谷、南新座、福渡町、鉄砲町、小田中、二宮、院庄

7月28日 金 午前 真庭市

午前 畝西、政友

午後 追分、原（上）

午前 原（下）、安清（上）

午後 安清（下）、福本

午前 明谷、岩谷

午後 磯尾、寺城、大宮

午前 坪井（１）（２）

午後 坪井（３）（４）

午前 岡、寺岡、千代

午後 三成（１）（２）

午前

午後 多田、領家

午前 木原、向山根

午後 山根（東）（中）（西）

8月8日 火 奈義町、津山市坪井町

8月9～12日 <初盆・予備日>

8月13～15日 <初盆>  ※ご予約がまだの方は、お早めにご連絡下さい。

秋彼岸頃 九州地域

7月20日 木

7月18日 火

7月19日 水

7月頃

8月1日 火

8月2日 水

8月3日 木

8月7日 月

8月4日 金

8月5日 土

8月6日 日
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