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境
内
の
薬
師
堂
（
栗
尾
区
所
有
）
に

お
祀
り
さ
れ
て
い
る
本
尊
の
薬
師
如

来
、
釋
迦
牟
尼
佛
、
阿
弥
陀
如
来
、
い

ず
れ
も
平
安
時
代
末
期
に
造
ら
れ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
初
期

に
真
言
密
教
が
日
本

に
伝
わ
り
、
こ
れ
が

現
世
利
益
の
追
及
と

疫
病
の
除
去
を
目
的

と
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
薬
師
如
来
も
民

衆
の
な
か
に
浸
透

し
、
こ
の
栗
尾
の
村

に
も
建
立
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
こ
れ
だ

け
立
派
な
仏
像
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯

で
造
ら
れ
祀
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

何
か
大
き
な
災
害
で
も
あ
り
、
そ
の
復

興
を
祈
願
し
た
の
で
し
ょ
う
か
、
悪
い

病
気
が
蔓
延
り
そ
の
治
癒
を
祈
願
し
て

の
建
立
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
古
来
よ
り
人
々
は
仏
様
を

拠
り
処
と
し
、
仏
様
に
救
い
を
求
め
て

き
た
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

み
な
さ
ん
の
お
家
に
あ
る
仏
壇
は
、

亡
く
な
っ
た
人
を
祀
る
だ
け
で
は
な

く
、
ご
本
尊
で
あ
る
仏
様
を
祀
り
供

養
す
る
、
い
わ
ば
お

家
の
な
か
に
お
寺
が

あ
る
の
と
同
じ
事
な

の
で
す
。
も
と
も
と

は
白
鳳
14
年
（
西
暦

六
八
五
年
）
の
3
月

27
日
、
天
武
天
皇

が
「
諸
國
家
毎
に
佛

舎（
ほ
と
け
の
み
や
）

を
作
り
、
即
ち
佛
像

と
経
と
を
置
き
て
礼

拝
供
養
せ
よ
」
と
の
詔
（
み
こ
と
の
り
）

を
出
し
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

先
の
東
日
本
大
震
災
で
は
言
葉
で
は

言
い
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
の
被
害
を
被

り
、
多
く
の
尊
い
命
が
一
瞬
の
う
ち
に

奪
わ
れ
ま
し
た
。
避
難
所
と
な
っ
た
お

寺
も
あ
れ
ば
、
次
々
に
遺
体
が
運
び
込

ま
れ
る
お
寺
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
葬

儀
も
で
き
ず
埋
葬
、
あ
る
い
は
火
葬
さ

れ
る
遺
体
の
前
で
、「
せ
め
て
お
経
の

ひ
と
つ
も
あ
げ
て
も
ら
え
ま
い
か
」
そ

ん
な
声
も
多
く
聞
か
れ
た
そ
う
で
す
。

仏
様
に
す
が
り
、仏
様
に
救
い
を
求
め
、

祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
胸
を
か
き
む
し

る
ほ
ど
の
苦
し
み
、
悲
し
み
に
打
ち
砕

か
れ
た
心
を
静
め
る
こ
と
が
で
き
る
、

区
切
り
を
つ
け
た
か
っ
た
た
の
で
し
ょ

う
。ま
さ
に
、仏
様
に
祈
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
心
を
調
え
る
」
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

　

今
年
の
山
陰
東
教
区
坐
禅
会
で
の
則

竹
秀
南
老
大
師
の
お
話
の
な
か
に
「
円

満
本
光
国
師
に
つ
い
て
参
さ
ん
ぜ
ん
き
ゅ
う
ど
う

禅
究
道
さ
れ

た
後ご
な
ら
て
ん
の
う

奈
良
天
皇
が
、
日
本
各
地
で
発
生

し
た
災
害
の
復
興
成
満
を
祈
っ
て
写
経

を
さ
れ
、仏
様
に
救
い
を
求
め
ら
れ
た
。

尊
い
命
に
目
覚
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」

ま
た
、
中
国
は
雲う
ん
も
ん門
禅
師
の
「
日に
ち
に
ち日
是こ
れ

好こ
う
じ
つ日

」
よ
り
「
仏
様
を
拠
り
所
と
し
自

ら
の
生
き
方
に
、
日
々
に
好
日
を
見
出

す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。」
と
も
説
か

れ
ま
し
た
。

　

地
震
、
津
波
、
原
発
被
害
、
何
か
と

慌
た
だ
し
い
不
安
漂
う
今
日
だ
か
ら
こ

そ
、仏
様
に
ひ
た
す
ら
祈
り
ま
し
ょ
う
。

仏
さ
ま
を
拠
り
所
と
し

日
々
に
好
日
を
見
出
す
生
き
方
を

▲山陰東教区御親化授戒会より
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妙
心
寺
派
布
教
師
さ
ん
に
お
越
し
い

た
だ
い
て
の
法
話
会
（
定
期
巡
教
）
を
、

３
月
15
日
午
後
2
時
か
ら
開
教
い
た
し

ま
し
た
。
約
30
人
余
り
の
檀
信
徒
の
皆

さ
ん
、
ご
近
所
の
他
派
の
門
徒
さ
ん
も

来
て
い
た
だ
き
、
約
90
分
に
わ
た
っ
て

の
法
話
に
耳
を
傾
け
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

布
教
師
さ
ん
は
、
岐
阜
県
美
濃

加
茂
市
か
ら
お
越
し
い
た
だ
い
た

足あ
だ
ち
ぎ
り
ょ
う

立
宜
了
師
（
正
覚
寺
ご
住
職
）

で
、
今
年
の
テ
ー
マ
は
『
目
覚
め

る
』
～
人
間
の
尊
さ
に
め
ざ
め
、

自
分
の
生
活
も
他
人
の
生
活

も
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
～
で

し
た
。
妙
心
寺
派
が
定
め
る

生
活
信
条
の
一
つ
で
す
。
布

教
師
様
は
、
祖
師
や
老
師
方

が
残
さ
れ
た
お
言
葉
の
い
く

つ
か
を
引
用
し
な
が
ら
、
思

い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を

受
入
れ
る
、
認
め
合
い
、
許

し
合
う
、
そ
の
縁
を
納
得
す
る
こ

と
が
大
事
と
述
べ
ら
れ
、
自
分
の

都
合
を
引
き
算
し
て「
唯
生
き
る
」

こ
と
を
説
か
れ
ま
し
た
。

　

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
事
が
多

い
の
が
世
の
常
、
ま
さ
に
、
災
害

に
遭
遇
さ
れ
た
方
々
は
人
間
の
力

を
は
る
か
に
し
の
ぐ
自
然
の
猛
威
に
そ

う
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ

の
中
に
お
い
て
、
お
互
い
の
命
を
守
り

支
え
よ
う
と
必
死
の
活
動
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
縁
の
深
さ
、
広
さ
に
改

め
て
感
じ
入
り
ま
す
。

　

今
年
の
法
話
会
で
は
、
今
回
の
地
震

と
津
波
の
犠
牲
に
な
ら
れ
、
亡
く
な
ら

れ
た
方
々
の
慰
霊
の
回
向
も
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、
急
遽
募
金
箱
を
設
置
し
て

協
力
を
呼
び
か
け
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん

も
積
極
的
に
募
金
に
協
力
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

布
教
師
さ
ん
が
お
話
し
さ
れ
た
中

に
、「
道
具
に
頼
ら
な
い
。
便
利
な
も

の
に
は
落
と
し
穴
が
あ
る
。」
と
い
う

老
師
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。今
一
度
、

自
分
は
毎
日
何
を
し
て
い
る
か
、
布
教

師
さ
ん
は
「
看
よ
、
看
よ
」
と
優
し
く

も
厳
し
い
叱
咤
激
励
の
言
葉
を
残
し
て

い
か
れ
ま
し
た
。

〝
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
も
受
け
入
れ
ま
し
ょ
う
〟

『
目
覚
め
る
』
を
テ
ー
マ
に
本
山
定
期
巡
教
を
開
教

▲布教師さんの法話に耳を傾けました＝ 3 月 15 日

▲やさしく言葉を説いていただいた布教師・足立宜了師
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春
の
彼
岸
中
日
会
を
３
月
21
日
春
分

の
日
に
執
り
行
い
ま
し
た
。
境
内
に
は

ま
だ
雪
が
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
前
日

か
ら
の
雨
で
溶
け
て
少
な
く
な
り
ま
し

た
。
雨
降
り
で
寒
い
彼
岸
で
も
あ
り
ま

し
た
。

　

午
前
11
時
か
ら
本
堂
で
参
拝
者
皆
さ

ん
と
一
緒
に
法
要
を
営
み
ま
し
た
。
今

年
は
東
日
本
大
震
災
被
災
物
故
者
霊
位

の
供
養
も
併
せ
て
執
行
、
皆
さ
ん
に
も

焼
香
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、

玄
関
に
置
い
た
募
金
箱
へ
、
募
金
を
し

て
く
だ
さ
る
方
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
斎
座
（
昼
食
）
は
例
年
な
ら

当
番
さ
ん
に
よ
っ
て
弁
当
を
つ
く
っ
て

い
た
だ
く
の
で
す
が
、
今
回
は
被
災
さ

れ
た
皆
さ
ん
の
気
持
ち
に
な
っ
て
、
お

に
ぎ
り
と
味
噌
汁
だ
け
の
簡
素
な
食
事

に
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
真
似
事
を
し
て

何
に
な
る
と
お
思
い
の
人
も
あ
る
で

し
ょ
う
が
、
た
と
え
さ
さ
や
か
で
も
気

持
ち
を
傾
け
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
電
気
も
水
も
燃
料
も
、

食
べ
物
も
だ
っ
て
不
自
由
な
く
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
な
か
で
、
普
段
は
そ
れ
ら

の
有
り
難
さ
に
心
を
傾
け
る
こ
と
は
少

な
い
で
し
ょ
う
。
あ
っ
て
当
た
り
前
な

時
代
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
。
だ
か
ら
こ

そ
、
例
え
真
似
事
で
あ
っ
て
も
、
ま
る

で
さ
さ
や
か
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す

が
、
被
災
地
で
懸
命
に
生
き
て
い
る
人

達
の
気
持
ち
に
近
づ
こ
う
と
す
る
、
そ

の
心
を
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

夜
は
、
西
谷
の
桂
昌
寺
さ
ん
で
も
彼

岸
法
要
を
行
い
ま
し
た
。

　

境
内
駐
車
場
に
植
え
ら
れ
て

い
る
桜
で
す
が
、
大
雪
で
痛
め

つ
け
ら
れ
、
寒
さ
も
厳
し
く
て

開
花
が
心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、

昨
年
に
比
べ
約
一
週
間
遅
れ
で

は
あ
り
ま
す
が
、
４
月
10
日
に

開
花
し
ま
し
た
。
以
前
よ
り
は

本
数
も
減
り
、
ま
た
木
自
体
も

老
朽
化
し
て
い
ま
す
が
、
今
年

  

晩
鐘
や
桜
は
白
く
暮
れ
の
こ
る　
英
州

今年も桜が満開、ライトアップも

も
ピ
ン
ク
の
き
れ
い
な
花
び
ら
が

山
寺
を
包
み
ま
し
た
。

　

４
月
13
日
（
水
）
か
ら
は
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
を
今
年
も
行
い
ま
し

た
。
近
所
の
皆
さ
ん
も
散
歩
が
て

ら
夜
桜
を
愛
で
て
お
ら
れ
ま
し

た
。

▲桜は青空がお似合いです

月
の
光
が
一
番
幽
玄
な
夜
の
桜
を

演
出
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…

当
た
り
前
の
暮
ら
し
を
営
め
る
こ
と
に
感
謝
し
な
が
ら

春
彼
岸
会
を
執
り
行
い
ま
し
た

▲例年の弁当ではなく、おにぎりと味噌汁で
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坐
禅
会
日
単
よ
り

６
月
18
日
（
土
）
曇
り

　

午
前
11
時
に
寺
院
方
が
会え
し
ょ所
に
集
合

し
、
本
堂
な
ど
準
備
を
整
え
老
大
師
到

着
を
待
つ
。
小
生
は
、午
前
11
時
15
分
、

和
田
山
駅
に
老
大
師
を
迎
え
、
会
所
に

ご
案
内
。
午
前
11
時
40
分
、
養
父
市
奥

米
地
の
会え
し
ょ所
寺
院
に
到
着
。
斎さ
い
ざ座
。

　

午
後
12
時
30
分
、参
加
者
受
付
開
始
。

　

午
後
１
時
、
開
講
式
。
般は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

若
心
経
、

本ほ
ん
ぞ
ん
え
こ
う

尊
回
向
、
坐ざ
ぜ
ん
わ
さ
ん

禅
和
讃
、
参
加
者
各

家
諸
諸
霊
位
回
向
、
引
き
続
き
開

講
。
昨
年
に
続
き
宗
門
安
心
章
第

二
自
覚
安
心
よ
り
、「
寒
暑
た
が

い
に
移
れ
ど
も
慧
玄
が
這
裡
に
生

死
は
無
し
と
示
さ
れ
ぬ
。
日
々
是

好
日
、
人
々
是
真
人
、
行
か
ん
と

要
す
れ
ば
即
ち
行
き
、
坐
せ
ん
と

要
す
れ
ば
即
ち
坐
す
、
餓
え
来

れ
ば
飯
を
喫
し
、
困
じ
来
た
れ
ば

即
ち
眠
る
。
た
だ
平
常
に
し
て
無

事
な
れ
ば
無
事
、
是
貴
人
と
悟
る

べ
し
。」
に
つ
い
て
の
法
話
。
無

常
殺
鬼
、
災
難
は
時
と
場
所
を
選

ば
ず
。
ま
さ
に
諸
行
無
常
で
あ

る
。
洞と
う
ざ
ん
か
ん
し
ょ
か
い
ひ

山
寒
暑
回
避
（
寒
暑
は
い

か
に
回
避
す
る
の
か
）、
暑
さ
や

寒
さ
に
成
り
き
る
、
生
死
の
一
大

事
は
即
ち
寒
暑
の
問
題
、
寒
暑

は
生
死
の
問
題
で
あ
る
。
平
常
無
事
。

夏か
じ
つ
ご
く
う
し
ょ
う
に
ん

日
悟
空
上
人
の
院
に
題
す
。「
安
禅

不
必
須
山
水　

滅
却
心
頭
火
自
涼
」（
安

禅
は
必
ず
し
も
山
水
を
も
ち
い
ず
、
心

頭
を
滅
却
す
れ
ば
火
も
自
ず
か
ら
涼

し
）。
東
日
本
大
震
災
被
災
現
場
に
観

音
菩
薩
の
代だ
い
じ
ゅ
く

受
苦
（
災
難
の
苦
し
み
を

観
音
様
が
身
代
わ
り
に
な
っ
て
引
き
受

け
る
）
を
見
る
。
以
上
が
講
座
の
骨
子

と
記
録
す
。

　

午
後
３
時
、
総
茶
礼
。
午
後
３
時

30
分
、
止し
じ
ょ
う静

、
坐
禅
。
老
大
師
の

検け
ん
た
ん単
、
独ど
く
さ
ん参
に
６
名
。

　

午
後
４
時
30
分
、
晩ば
ん
か課
。
午
後

５
時
に
終
わ
り
老
大
師
を
宿
所
へ

ご
案
内
。
本
日
の
参
加
者
88
名
。

６
月
19
日（
日
）曇
り
、蒸
し
暑
い
。

　

午
前
７
時
、
寺
院
方
集
合
。
午

前
７
時
30
分
、参
加
者
受
付
開
始
。

午
前
８
時
よ
り
止
静
坐
禅
開
始
。

　

午
前
８
時
30
分
、
老
大
師
が
宿

所
よ
り
到
着
。

　

午
前
９
時
よ
り
講
座
。
昨

日
に
引
き
続
き
、
宗
門
安
心

章
第
二
自
覚
安
心
の
つ
い
て
。

日に
ち
に
ち
こ
れ
こ
う
じ
つ

日
是
好
日
、
人に
ん
に
ん
こ
れ
し
ん
に
ん

人
是
真
人
を

拝
聴
す
。
円え
ん
ま
ん
ほ
ん
こ
う

満
本
光
国
師
（
妙

心
寺
二
十
五
世
大だ
い
き
ゅ
う
そ
う
き
ゅ
う

休
宗
休
禅

師
）
に
つ
い
て
参
さ
ん
ぜ
ん
き
ゅ
う
ど
う

禅
究
道
さ
れ
た

後ご
な
ら
て
ん
の
う

奈
良
天
皇
が
、
日
本
各
地
で
発
生
し

た
災
害
の
復
興
成
満
を
祈
っ
て
写
経
を

さ
れ
、
仏
様
に
救
い
を
求
め
ら
れ
た
。

尊
い
命
に
目
覚
め
る
こ
と
に
つ
い
て
説

か
れ
た
。
ま
た
、
中
国
は
雲う
ん
も
ん門
禅
師
の

「
日に
ち
に
ち
こ
れ
こ
う
じ
つ

日
是
好
日
」
よ
り
仏
様
を
拠
り
所

坐
禅
と
講
座
の
二
日
間
に
延
べ
１
３
０
名
が
参
加

今
年
も
山
陰
東
教
区
坐
禅
会
が
養
父
市
の
寳
積
寺
様
で
開
か
れ
ま
し
た

▲妙心寺は霊雲院の則竹秀南老大師の講座を拝聴する参加者

▲ひたすら坐る、正しく坐る＝６月１９日、養父市の寳積寺様にて
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大
雪
で
垂
木
折
損
と
い
う

被
害
を
受
け
た
庫
裡
の
屋
根

で
す
が
、
お
陰
様
で
檀
徒
皆

様
の
ご
支
援
に
よ
り
無
事
復

旧
で
き
ま
し
た
。
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

４
月
２
日
（
土
）
に
足
場

が
組
ま
れ
、
４
日
（
月
）
に

工
事
が
着
工
さ
れ
、
６
日
に

は
（
水
）
瓦
も
敷
か
れ
、
好

天
に
恵
ま
れ
て
無
事
工
事
も

終
わ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
境
内
の
薬
師
堂
は

村
所
有
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
ち
ら

の
修
繕
は
栗
尾
区
に
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◎
庫
裡
屋
根
修
繕
工
事
総
経
費

73
万
５
千
円
（
施
行
業
者
・
徳
網
建
設
）

　
　
　
　

※　
　

※　
　

※

　

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
復
興
義
援
金

に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
山
陰
東
教
区
を

経
て
本
山
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

◎
募
金
総
額　

５
万
５
千
円

庫裡屋根改修工事は無事完了しました

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

と
し
自
ら
の
生
き
方
に
、
日
々
に
好
日

を
見
出
す
こ
と
も
説
か
れ
た
。

　

午
前
10
時
20
分
、
加け
ぎ
ょ
う
ら
い
は
い

行
礼
拝
、
小
憩

の
後
、
10
時
45
分
よ
り
坐
禅
。
老
大
師

の
検け
ん
た
ん単

。
独ど
く
さ
ん参

５
名
。

　

午
前
11
時
45
分
小
憩
、
正
午
斎
坐
、

老
大
師
御
同
席
。
休
憩
。

　

午
後
１
時
、
坐
禅
止
静
。

　

午
後
１
時
30
分
よ
り
講
座
。
日に
ち
に
ち日

こ

れ
好こ
う
じ
つ日
、
人に
ん
に
ん人
こ
れ
真し
ん
に
ん人
に
つ
い
て
拝

聴
。
盤ば

ん
け
い
ぜ
ん
じ

珪
禅
師
の
「
不ふ
し
ょ
う生

の
佛ぶ
っ
し
ん心

」、

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
佛
心
を
そ

な
え
て
い
る
と
説
か
れ
、臨り
ん
ざ
い
ぜ
ん
じ

済
禅
師
は
、

「
一い
ち
む
い

無
位
の
真し
ん
に
ん人
」
と
説
か
れ
、
何
も

の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
真
実
の
自
己
、

あ
る
が
ま
ま
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
即

ち
真
人
で
あ
り
、「
正
し
ょ
う
じ
ゅ受
」、
す
べ
て
を

正
し
く
受
け
止
め
る
、
こ
れ
が
「
日に
ち
に
ち日

是こ
れ
こ
う
じ
つ

好
日
」
な
り
と
示
さ
れ
る
。「
心
法

無
形
、
十
方
通
貫
」（
心し
ん
ぼ
う法
形
か
た
ち

無な

く

し
て
、
十じ
っ
ぽ
う方

に
通つ
う
か
ん貫

す
）
心

と
い
う
も
の
は
形
が
な
く
て
、

し
か
も
全
世
界
を
貫
い
て
い

る
。
す
べ
て
の
人
が
も
れ
な

く
所
持
し
、
形
も
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
方
角
に
通
じ
る
心
の

働
き
、
こ
れ
即
ち
真し
ん
に
ん人
な
り

と
示
さ
れ
る
。

　

午
後
２
時
30
分
、
閉
校
式
。

晩
課
。
般
若
心
経
、
坐
禅
和

讃
読
経
。
総
茶
礼
。

　

午
後
３
時
解
散
。
本
日
の

参
加
者
40
名
な
り
。
老
大
師

を
出
石
町
の
２
寺
に
ご
案
内
。

　
　

※　
　

※　
　

※

　

こ
の
教
区
坐
禅
会
は
、
毎

年
行
わ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
次

回
は
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▲加行礼拝＝ひたすら諸仏に対して丁重に五体投地の礼拝を行い懺悔した



　　　第 45 号　　　　　　　　　　　　　　　　松禪寺報　　　　　　　　　　　　2011 年（平成 23 年）7 月 20 日

6

４
月
25
日
（
月
）

　

第
４
回
四
国
八
十
八
カ
所
霊
場
巡
拝

の
旅
を
４
月
25
日
か
ら
27
日
に
か
け
て

行
い
ま
し
た
。
今
回
は
、
も
っ
と
も
遠

方
で
あ
り
、
移
動
時
間
も
か
か
る
た
め

２
泊
３
日
の
巡
拝
で
す
。
午
前
６
時
前

に
寺
を
出
発
、
正
午
前
に
は
四
万
十
市

に
着
き
ま
し
た
。
窪
川
町
の
ド
ラ
イ
ブ

イ
ン
で
昼
食
を
い
た
だ
い
た
後
、
第
37

番
札
所
の
岩
本
寺
か
ら
巡
拝
開
始
で

す
。
き
ょ
う
は
、
ほ
と
ん
ど
が
移
動
時

間
が
か
か
る
た
め
、
こ
の
後
、
39
番
延

光
寺
、
38
番
金
剛
福
寺
と
3
ヶ
寺
で
今

日
は
終
わ
り
ま
し
た
。
さ
す
が
南
国
、

快
晴
、
青
空
で
視
界
も
よ
く
、
気
持
ち

の
良
い
一
日
で
し
た
。

　

今
宵
の
宿
は
、
38
番
札
所
の
金
剛
福

寺
の
宿
坊
で
す
。宿
坊
に
入
る
ま
で
に
、

み
ん
な
で
足
摺
岬
を
散
策
し
ま
し
た
。

宿
坊
に
入
っ
て
開
浴
、
午
後
６
時
に
は

夕
食
を
い
た
だ
き
、
後
は
部
屋
で
ゆ
っ

く
り
体
を
休
め
ま
し
た
。
朝
が
早
か
っ

た
た
め
、
み
な
さ
ん
す
ぐ
に
ぐ
っ
す
り

眠
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

４
月
26
日
（
火
）

　

午
前
５
時
起
床
、
同
40
分
よ
り
本
堂

に
て
朝
課
。
終
え
て
、
朝
食
。
出
発
ま

で
の
少
し
の
時
間
、
散
歩
を
兼
ね
て
昨

日
も
訪
れ
た
足
摺
岬
の
灯

台
や
展
望
台
ま
で
歩
い
て

き
ま
し
た
。
海
の
青
さ
、

山
々
の
緑
が
鮮
や
か
で
美

し
か
っ
た
で
す
。
午
前
７

時
20
分
、
宿
坊
を
出
発
し

ま
し
た
。

　

き
ょ
う
は
宇
和
島
を
目

指
し
ま
す
。
し
ば
ら
く
バ

ス
に
揺
ら
れ
、
第
40
番
札
所
の
観
自
在

寺
を
参
拝
し
ま
し
た
。
参
拝
を
終
え
て

か
ら
バ
ス
に
戻
る
ま
で
の
間
、
あ
ま
な

つ
100
％
絞
り
立
て
の
ジ
ュ
ー
ス
を
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
本
当
に
お
い
し
か
っ

た
で
す
。
参
拝
を
終
え
て
宇
和
島
市
内

へ
移
動
し
、
昼
食
を
と
り
ま
し
た
。
市

内
は
恵
美
須
町
に
あ
る
「
和わ
び
す
け

日
輔
」
で

す
。
見
た
目
も
美
し
く
お
値
段
も
リ
ー

ズ
ナ
ブ
ル
、
ビ
ー
エ
ス
観
光
の
タ
ネ

ち
ゃ
ん
の
努
力
の
た
ま
も
の
で
す
。
ご

ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
。

　

午
後
か
ら
は
５
ヶ
寺
参
拝
の
予
定
で

し
た
が
、
明
日
の
天
気
予
報
が
雨
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
明
日
参
拝
予
定
の

１
ヶ
寺
を
加
え
て
計
６
ヶ
寺
を
参
拝
し

ま
し
た
。
こ
れ
が
、
明
日
に
は
大
き
な

成
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
宵
の
宿
は
、
小
説
「
坊
ち
ゃ
ん
」

で
有
名
な
道
後
温
泉
で
す
。小
説
や「
坂

の
上
の
雲
」
の
ロ
ケ
に
も
使
わ
れ
た
有

名
な
温
泉
、そ
の
裏
手
に
あ
る
「
椿
館
」

が
宿
泊
す
る
ホ
テ
ル
で
し
た
。
と
て
も

立
派
な
ホ
テ
ル
で
お
値
段
が
気
に
な
り

ま
し
た
が
、
こ
こ
も
タ
ネ
ち
ゃ
ん
の
努

力
が
実
っ
た
所
で
し
た
。
お
い
し
い
料

理
を
い
た
だ
き
、
食
後
に
は
温
泉
に
向

か
う
人
、
街
を
散
策
す
る
人
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
に
道
後
温
泉
の
夜
を
楽
し
ま
れ
た

よ
う
で
す
。

四
国
八
十
八
カ
所
霊
場
巡
拝
に
行
っ
て
き
ま
し
た

好
天
に
恵
ま
れ
土
佐
・
伊
予
国
の
37
番
か
ら
51
番
ま
で
を
巡
拝

▲第 40 番　觀自在寺＝愛媛県西予市

▲第 44 番　大宝寺＝久万高原町

▲第 43 番　明石寺（めいせきじ）＝愛媛県西予市
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４
月
27
日
（
水
）

　

午
前
６
時
前
に
起
き
て
、
昨
夜
入
れ

な
か
っ
た
道
後
温
泉
へ
行
っ
て
き
ま
し

た
。
広
間
に
上
が
る
と
ゆ
か
た
を
貸
し

て
く
れ
、
着
替
え
て
湯
に
向
か
い
ま

す
。
あ
が
る
と
天
目
茶
碗
に
は
い
っ
た

お
茶
と
煎
餅
が
出
て
き
ま
し
た
。
し
ば

ら
く
涼
ん
で
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
皇
室

の
た
め
の
「
又
新
殿
」（
ゆ
う
し
ん
で

ん
）
を
案
内
す
る
と
言
わ
れ
、
見
学
し

ま
し
た
。
今
は
お
湯
も
干
上
が
っ
て
で

な
く
な
り
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

よ
う
で
す
が
、
過
去
に
は
10
人
の
皇
室

の
方
々
が
入
ら
れ
た
と
か
、
温
泉
と
い

え
ど
も
気
楽
に
入
れ
る
感
じ
で
は
な
い

で
す
ね
。

　

お
い
し
い
朝
食
を

い
っ
ぱ
い
い
た
だ

き
、
午
前
７
時
50
分

頃
に
ホ
テ
ル
を
出
発

し
ま
し
た
。
昨
日
か

ら
、「
き
ょ
う
は
雨

ら
し
い
」
と
い
う
予

報
が
頭
を
よ
ぎ
り
、

雨
具
の
確
認
も
い
た

し
ま
し
た
。し
か
し
、

午
前
中
は
晴
れ
間
も

あ
り
、
良
い
天
気
で

し
た
。

　

ま
ず
は
今
回
の
巡
拝
の

な
か
で
最
も
歩
く
距
離

が
長
い
第
45
番
岩
屋
寺
か

ら
ス
タ
ー
ト
で
す
。
距
離

は
1
キ
ロ
も
歩
き
ま
せ
ん

が
、
勾
配
の
き
つ
い
所
も

あ
り
、
年
配
の
同
行
者
に

は
い
つ
で
も
引
き
返
し
て

よ
い
で
す
よ
と
言
い
ま
し

た
が
、
み
な
さ
ん
元
気
に
上
ら
れ
ま
し

た
。
巨
大
な
石
の
山
に
あ
る
お
寺
、
と

い
っ
た
感
じ
で
、
山
そ
の
も
の
を
本
尊

不
動
明
王
と
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し

た
。
本
堂
の
裏
手
に
も
巨
大
な
石
の
山

が
そ
び
え
立
っ
て
い
ま
し
た
。
本
堂
の

右
奥
手
に
木
製
の
大
き
な
梯
子
が
岩
山

に
か
け
ら
れ
、
登
っ

て
み
る
と
窪
ん
だ
と

こ
ろ
が
法
華
仙
人
堂

跡
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
本
堂
を
見
下
ろ

す
眺
め
の
良
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
急
勾
配

の
段
差
の
大
き
な
梯

子
で
、
足
が
す
く
み

ま
し
た
。

　

次
の
第
44
番
大
宝

寺
も
昔
は
「
遍
路
こ

ろ
が
し
」
と
い
わ
れ

る
難
所
で
あ
っ
た
と
聞
き
ま
す
が
、
今

で
も
駐
車
場
か
ら
寺
ま
で
は
、
そ
こ
そ

こ
の
距
離
を
歩
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
か

ら
、
み
な
さ
ん
も
岩
屋
寺
よ
り
し
ん
ど

か
っ
た
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

愛
媛
県
は
久
万
高
原
町
の
日
本
き
じ

料
理
の
お
店
で
昼
食
と
な
り
ま
し
た

が
、
さ
す
が
に
き
じ
料
理
は
予
算
外
と

い
う
こ
と
で
、
鳥
の
唐
揚
げ
や
鍋
物
、

煮
染
め
な
ど
が
つ
い
た
定
食
で
し
た

が
、
こ
の
お
店
も
お
い
し
い
料
理
で
し

た
。

　

午
後
、
や
は
り
だ
ん
だ
ん
と
空
模
様

が
怪
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
第
47
番

八
坂
寺
が
、
午
後
一
番
の
札
所
で
す
。

こ
こ
は
、
遍
路
の
元
祖
と
い
う
か
、
弘

法
大
師
様
を
追
っ
て
初
め
て
八
十
八
カ

所
を
ま
わ
っ
た
と
い
う
衛
門
三
郎
の
菩

提
寺
だ
そ
う
で
す
。
見
学
は
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
弘
法
大
師
様
の
鉢
を
叩
き
落

と
し
て
割
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
次
々

に
な
く
な
っ
た
衛
門
三
郎
の
８
人
の

子
ど
も
の
墓
が
近
く
に
あ
る
そ
う
で

す
。
次
に
第
46
番
浄
瑠
璃
寺
に
参
り
ま

し
た
が
、
い
よ
い
よ
雨
が
降
り
そ
う
で

す
。
急
い
で
第
48
番
西
林
寺
へ
向
か
い

ま
す
。
こ
こ
の
本
尊
・
十
一
面
観
世
音

菩
薩
は
絶
対
の
秘
仏
な
の
で
す
が
、
な

ぜ
か
後
ろ
向
き
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
と

の
こ
と
で
、
本
堂
で
の
読
経
後
は
、
本

堂
の
裏
を
ま
わ
っ
て
大
師
堂
に
参
り
ま

す
。
読
経
後
に
は
、
本
当
に
ポ
ツ
リ
ポ

ツ
リ
と
雨
が
落
ち
始
め
ま
し
た
。
き
の

う
、
最
後
に
ま
わ
る
予
定
だ
っ
た
札
所

を
巡
拝
し
て
お
い
て
本
当
に
良
か
っ
た

と
思
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
巡
拝
は
２
泊
３
日
と
い
う
こ

と
で
、
雨
の
心
配
も
あ
り
、
現
に
３
日

目
は
雨
の
予
報
で
し
た
が
、
二
日
間
は

快
晴
に
恵
ま
れ
、
三
日
目
も
雨
が
降
り

出
す
前
に
巡
拝
を
終
え
る
こ
と
が
で

き
、
こ
ん
な
幸
い
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
三
日
間
で
土
佐
の
国
3
ヶ
寺
、
伊

予
の
国
12
ヶ
寺
、
計
15
ヶ
寺
を
巡
拝
い

た
し
ま
し
た
。

　

次
回
第
５
回
の
巡
拝
は
、
11
月
28
日

～
30
日
に
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加

く
だ
さ
い
。
新
た
な
参
加
も
期
待
し
て

お
り
ま
す
。

▲第 45 番　岩屋寺＝久万高原町

▲第 37 番　岩本寺＝高知県・四万十町
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毎
年
４
月
８
日
は
お
釈
迦
様
の
誕
生

を
祝
っ
て
、
花
祭
り
（
あ
る
い
は
降ご
う
た
ん誕

会え

、
灌か
ん
ぶ
つ
え

仏
会
、
浴よ
く
ぶ
つ
え

仏
会
な
ど
と
も
呼
ば

れ
る
）
と
い
う
仏
教
行
事
を
、
全
国
の

お
寺
で
営
ま
れ
ま
す
。
花は
な
み
ど
う

御
堂
に
誕
生

仏
を
安
置
し
、
お
花
な
ど
を
供
え
、
甘

茶
を
そ
そ
ぎ
ま
す
。
仏
教
徒
と
し
て
お

釈
迦
様
の
徳
を
た
た
え
る
大
切
な
行
事

で
す
。

　

当
山
で
は
、
５
月
５
日
子
ど
も
の
日

が
、
そ
の
日
と
し
て
毎
年
行
っ
て
い
ま

す
が
、
今
年
も
近
所
の
子
ど
も
達
や
皆

さ
ん
が
お
参
り
に
来
ら
れ
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
様
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
る
ル
ン
ビ
ニ
の
花
園
は
、
イ
ン

ド
と
の
国
境
に
近
い
ネ
パ
ー
ル
領

内
に
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
生

誕
地
周
辺
を
聖
地
と
し
て
整
備
さ

れ
、
日
本
を
含
む
世
界
の
仏
教
国

が
さ
ま
ざ
ま
な
寺
院
や
仏
塔
を
建

設
し
ま
し
た
。

　

そ
の
ネ
パ
ー
ル
は
、
特
定
の
国

教
を
持
た
な
い
国
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
と
仏
教
徒
が
多
く
暮
ら
す
国

で
す
が
、
お
釈
迦
様
の
記
念
日
と

し
て
仏
陀
シ
ャ
ン
テ
ィ
ー
と
い
う

祝
日
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
一

般
的
に
お
釈
迦
様
の
誕
生
は
４
月

８
日
、
成
じ
ょ
う
ど
う道

は
12
月
８
日
、
涅ね
は
ん槃

は
２

月
15
日
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
南
方
仏

教
の
伝
承
で
は
誕
生
、
成
じ
ょ
う
ど
う道

、
涅ね
は
ん槃

が

す
べ
て
同
じ
日
で
、
街
の
あ
ち
ら
こ
ち

ら
に
仏ぶ
っ
き旗

が
掲

げ
ら
れ
こ
れ
を

祝
い
ま
す
。

　

こ
の
日
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
徒

に
っ
と
て
も
大

切
な
日
で
あ

り
、
ヴ
ェ
サ
ク

祭
と
い
っ
て
や

は
り
お
釈
迦
様

花
祭
り
世
界
中
の
仏
教
徒
が
お
釈
迦
様
の
生
誕
を
祝
い
ま
す

当
山
は
５
月
５
日
子
ど
も
の
日
に
執
り
行
い
ま
し
た

▲本堂前に花御堂を置き近所の子ども達が参拝

▲ボーダナート目玉寺には参拝の列が夜まで続きます＝カトマンズ

ネ
パ
ー
ル
や
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
５
月
満
月
の
日
を

「
釈
尊
の
日
」
と
し
て
盛
大
に
祝
い
ま
す

▲目玉寺のまわりを回る参拝者＝カトマンズ

▲ボーダナート目玉寺。塔の目は観音
さまの目でカトマンズ市内を見守って
いる。



　　　第 45 号　　　　　　　　　　　　　　　　松禪寺報　　　　　　　　　　　　2011 年（平成 23 年）7 月 20 日

9

を
た
た
え
る
日
な
の
で

す
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は

お
釈
迦
様
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ

神
の
化
身
と
考
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。
お
釈
迦

様
の
誕
生
日
は
、
ネ
パ
ー

ル
で
は
ヴ
ェ
サ
ク
月
（
2

月
）
の
満
月
の
日
と
さ
れ

お
り
、
ネ
パ
ー
ル
で
は
4

月
が
正
月
、
ヴ
ェ
サ
ク
月

は
５
月
と
な
り
、
満
月
が

お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
日
と

な
り
ま
す
。
カ
ト
マ
ン
ズ

市
内
の
ボ
ー
ダ
ナ
ー
ト
目

玉
寺
で
の
ヴ
ェ
サ
ク
祭
に

訪
れ
る
機
会
を
得
ま
し
た

が
、
お
寺
の
ま
わ
り
を
仏
旗
を
掲
げ
た

り
、
あ
る
い
は
五
体
投
地
し
な
が
ら
、

ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
る
の
で
す
。
こ
の
パ

レ
ー
ド
は
夜
に
入
っ
て
も
続
き
、
こ
の

今
あ
る
命
に
感
謝
し
、
戒
め
を

保
つ
こ
と
を
誓
う
、
そ
の
素
朴

な
思
い
こ
そ
が
仏
教
徒
の
何
よ

り
大
切
な
修
行
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。

▲ヒンズー教の女の子の成人式＝カト
マンズ市内の旧王宮前広場にて

▲お釈迦さま生誕の地であるルンビニでは、周囲も含めて聖地として
日本をはじめ世界の仏教国が仏塔などを建設した。マヤ聖堂は日本の
建築家・丹下健三氏の設計。下の写真も同じ＝ネパール・ルンビニ

お釈迦さま生誕の地　ルンビニ園

寺
院
の
ぐ
る
り
に
灯
明
が
輝
き
幻
想
的

な
一
夜
を
醸
し
出
し
ま
す
。

　

ネ
パ
ー
ル
の
人
は
、
５
月
の
満
月

に
天
界
と
地
上
の
間

に
通
路
が
開
け
、
ひ

と
き
わ
強
い
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
降
り
注
が
れ

る
と
信
じ
て
お
り
、

私
た
ち
の
原
点
で
あ

る
「
め
ざ
め
」
に
熱

い
祈
り
を
捧
げ
て
い

る
と
の
こ
と
で
し
た
。

▲マヤ聖堂内部に設置された「釈尊の出生の彫刻」。多産の女神
として崇められ、その礼拝によって表面が摩損したという。高
さ約２ｍ。

▲マヤ聖堂の内部。遺構を保存するため、上記のような建物

を遺構の上に建てたもの。



　　　第 45 号　　　　　　　　　　　　　　　　松禪寺報　　　　　　　　　　　　2011 年（平成 23 年）7 月 20 日

10

 

心
を
一
つ
に
し
て 

オ
ン
コ
ロ
コ
ロ
…

                    

栗
尾
ふ
る
さ
と
１
３
５
委
員
会
主
催
の
薬
師
祭
を
開
催 

　

７
月
８
日
（
金
）
に
梅
雨
明
け
が
発

表
さ
れ
た
途
端
、
真
夏
日
の
カ
ン
カ
ン

照
り
の
日
々
が
続
き
ま
し
た
。
昨
年
の

雨
の
薬
師
祭
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、

今
年
は
カ
ン
カ
ン
照
り
の
暑
い
薬
師
祭

に
な
り
ま
し
た
。
薬
師
祭
が
始
ま
っ
て

60
年
近
く
な
り
ま
す
が
、
当
時
か
ら
餅

ま
き
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

食
べ
物
の
豊
か
な
今
日
で
は
、

昔
ほ
ど
の
有
り
難
さ
は
感
じ
て

も
ら
え
ま
せ
ん
が
、
今
も
続
け

て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

村
の
皆
さ
ん
の
協
力
な
し
で
は

あ
り
得
な
い
お
祭
り
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

８
日
（
金
）

に
は
約
３
斗
弱

の
米
洗
い
、
９

日
（
土
）
は
午

後
5
時
に
ふ
る

さ
と
委
員
さ
ん

と
有
志
が
集

ま
っ
て
、
桃
太
郎
旗
や

看
板
の
設
置
、
今
年
は

駐
車
場
に
通
ず
る
桜
の

木
の
枝
が
通
行
の
邪
魔

に
な
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
の
伐
採
も
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
餅
米
が
蒸

し
上
が
っ
た
ら
、
餅
つ
き
開
始
。
二
つ

の
臼
で
、
13
臼
を
つ
き
あ
げ
ま
し
た
。

搗
き
終
え
た
の
は
午
後
9
時
も
ま
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
お
疲
れ
様
で
し
た
。

　

10
日
は
四
万
六
千
日
と
い
う
月
に
一

日
設
け
ら
れ
た
観
音
さ
ん
の
功
徳
日

で
、
こ
の
日
に
参
拝
す
る
と
４
万
６
千

日
分
参
拝
し
た
こ
と
と
同
じ
功
徳
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
薬
師
如
来

に
も
同
じ
功
徳
が
あ
る
と
勝
手
に
言
い

換
え
て
、
薬
師
祭
（
栗
尾
ふ
る
さ
と

１
３
５
委
員
会
主
催
）を
行
い
ま
し
た
。

　

午
前
11
時
か
ら
本
堂
で
写
経
を
開

始
。
午
後
１
時
半
か
ら
薬
師
堂
で
法
要

を
行
い
ま
し
た
。
今
年
は
丹
後
の
玉
田

寺
様
に
お
手
伝
い
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
法
要
後
に
は
境
内
で
餅
つ
き
が
始

ま
り
ま
し
た
が
、
今
年
は
よ
も
ぎ
餅
で

す
。
よ
も
ぎ
色
の
き
れ
い
な
餅
に
仕
上

が
り
、
参
拝
者
に
振
る
舞
わ
れ
ま
し

▲村中から餅米が集まり、餅に仕上げていく。暑い最中の作
業だが、多くの協力があって成り立っている。当日の振る舞
い餅は、ヨモギを入れていただいた。

▲写経を奉納する人もありました＝本堂にて

▲コンサート出演のセッシ－・トモさん撮影（ホームページより）
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た
。　

午
後
２
時
半
か
ら
「
お
寺
の
縁

側
コ
ン
サ
ー
ト
」
の
始
ま
り
で
す
。
こ

の
コ
ン
サ
ー
ト
も
今
年
で
13
回
目
を
迎

え
ま
し
た
。
出
演
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
セ
ッ
シ
ー
・
ト
モ
さ
ん
で
、
ソ
ロ
の

弾
き
語
り
を
じ
っ
く
り
聴
か
せ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。 

セ
ッ
シ
ー
・
ト
モ
さ

ん
は
、
コ
ブ
ク
ロ
の
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ

や
コ
ン
サ
ー
ト
に
参
加
さ
れ
た
り
、
ブ

ラ
ザ
ー
ト
ム
の
「
リ
ア
ル
ブ
ラ
ッ
ド
」

な
ど
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
で
活
躍
さ
れ
て

い
ま
す
。「
春
う
ら
ら
」「
あ
る
晴
れ
た

日
」
の
ほ
か
、
自
身
が
内
線
前
の
カ
ン

ボ
ジ
ア
を
訪
れ
た
時
の
感
動
を
歌
に
し

た
「Feed Back

～
散
（Sun

）」
な
ど

を
約
１
時
間
に
わ
た
っ
て
演
奏
し
歌
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
の
曲
に
も
、

セ
ッ
シ
ー
・
ト
モ
さ
ん
の
祈
り
や
願
い

な
ど
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
し
た
。
コ
ン
サ
ー
ト
の
途
中
か
ら

は
玉
田
寺
様
も
出
演
さ
れ
、「
カ
ホ
ン
」

（
木
箱
の
よ
う
な
物
の
上
に
座
っ
て
前

面
を
叩
く
リ
ズ
ム
楽
器
）
と
い
う
珍
し

い
打
楽
器
で
伴
奏

さ
れ
、セ
ッ
シ
ー
・

ト
モ
さ
ん
と
息
の

合
っ
た
演
奏
を
披

露
さ
れ
ま
し
た
。

　

午
後
３
時
半
過

ぎ
か
ら
恒
例
の
餅

ま
き
で
し
た
。
わ

い
わ
い
、
キ
ャ
ー

キ
ャ
ー
と
い
う
歓
声

が
境
内
に
こ
だ
ま
し

て
、
和
や
か
な
餅
ま

き
で
し
た
。
お
供
え

の
大
き
な
餅
を
見
事

ゲ
ッ
ト
し
た
女
の

子
、
お
母
さ
ん
と
う

れ
し
そ
う
に
帰
っ
て

い
か
れ
ま
し
た
。

▲想いを歌にして伝えるセッシ－・トモさんのコンサート

▲コンサートではいつもお世話になる玉田寺様も途中から参加され、リハーサル無し

とは思えない息のあった演奏を聴かせてくださいました。

　

ほ
ん
の
半
日
で
は
あ
り
ま
す
が
、
お

寺
で
心
を
一
つ
に
し
て
仏
さ
ま
に
祈

り
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
の
ふ
れ
あ
い
が

で
き
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

▲災いを払うための餅まき。ふだん静かな境内ですが、この時ばかりは賑やかでした。
大きなお供えのお餅をゲットした女の子、どこから来てくれたのでしょうか。うれし
そうな笑顔が良かったです。また来年も来て下さいね。
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施
餓
鬼
会

平成 23年

  【
日
時
】
８
月
７
日
（
日
）

　
　
　
　

 

午
前
10
時
よ
り

　

施せ

が

き

え

餓
鬼
会
は
、
お
釈
迦
様
の
十
代
弟
子
の
お
一
人
、

阿あ
な
ん
そ
ん
じ
ゃ

難
尊
者
の
故
事
に
よ
り
、
飲お
ん
じ
き
く
よ
う

食
供
養
の
功
徳
に
よ
り

亡
者
を
救
う
行
事
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
す
。「
餓

鬼
に
施
す
」
と
書
き
ま
す
が
、
餓が

き鬼
と
は
六ろ
く
ど
う道
の
ひ
と

つ
で
、
苦
し
み
の
世
界
で
あ
り
、
食
べ
物
が
無
い
飢
え

の
世
界
な
の
で
す
。
し
か
も
、
餓が

き鬼
は
自
分
の
力
で
餓

鬼
世
界
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
施
餓

鬼
供
養
が
そ
の
救
い
の
道
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
縁
は

も
と
よ
り
、
無
縁
の
衆
生
に
対
し
て
も
供
養
す
る
法
要

で
あ
り
、
自
分
自
身
に
与
え
ら
れ
た
生
命
に
感
謝
す
る

意
味
合
い
も
あ
り
ま
す
。

　

今
年
も
多
数
の
和
尚
様
に
よ
り
法
要
を
執
り
行
い
ま

す
。
施
餓
鬼
は
も
と
も
と
特
定
の
霊
を
供
養
す
る
も
の

で
は
な
く
、
ご
先
祖
様
を
始
め
、
志
す
精
霊
に
ご
供
養

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
施
主
皆
様
の
現げ
ん
せ
あ
ん
の
ん

世
安
穏
が
得
ら
れ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
家
族
お
揃
い
で
お

参
り
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
施
餓
鬼
会
の
日
程
と
今
年
初
盆
を
迎
え
ら
れ

る
方
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

№ 喪主（敬称略） 住所 続柄 故人名 命日

1

西川 昌子 東京都 夫 吉信 平成22年9月3日

岡田 和男 栗尾 父 良造 平成22年9月28日

福冨 省吾 出石 義父 和夫 平成23年3月25日

桒田 幸夫 平田 父 昭 平成23年2月8日

桒田きくの 平田 夫 卓次 平成23年2月28日

4 中島 敏幸 栗尾 父 強 平成23年2月18日

5 西本 武紘 佐田 祖父 一男 平成23年5月13日

6

2

3

鶏魂供養

山門大施餓鬼・添施餓鬼

　

ま
も
な
く
お
盆
を
迎
え
ま
す
。
お
盆

は
、
普
段
か
ら
何
も
催
促
な
さ
ら
な
い

ご
先
祖
さ
ま
と
の
語
ら
い
の
時
で
も
あ

り
ま
す
。
８
月
13
日
が
迎
え
火
に
あ
た

り
、
16
日
が
送
り
火
で
す
。
お
墓
を
き

れ
い
に
掃
除
し
て
、
ご
家
庭
で
は
仏
壇

を
丹
念
に
掃
除
し
て
、
お
花
、
ろ
う
そ

く
、
お
線
香
、
果
物
、
お
菓
子
、
季
節

の
野
菜
な
ど
を
供
え
ま
す
。

　

お
寺
か
ら
は
、
９

日
か
ら
13
日
の
間
、

棚
経
と
い
っ
て
各
檀

家
を
廻
っ
て
回
向
い

た
し
ま
す
。
下
表
の

日
程
で
参
る
予
定
で

す
が
、
諸
般
の
都
合

か
ら
急
遽
変
更
す
る

場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。
朝

か
ら
廻
り
は
じ
め
ま

す
が
、
後
半
は
午
後
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棚経実施日 地 域

8月9日（火） 清滝→本城→柴地→山根→貝田

8月10日（水） 久畑→石原→佐田→大貝→平田→佐々木

8月11日（木） 出石町→南尾

8月12日（金） 豊岡市→福知山市→岩滝

8月13日（土） 西谷

平成 23年　お盆参りの日程


