
                          

大お
お

谷た
に

翔
し
ょ
う

平へ
い

選
手
が
凄
い
。
見
て
い

る
だ
け
で
ワ
ク
ワ
ク
す
る
の
は
、
き

っ
と
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 
 

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
彼
を
見
る
と
ワ

ク
ワ
ク
す
る
の
か
？
と
い
う
と
、
脳

科
学
的
に
は
ド
ー
パ
ミ
ン
と
い
う
幸

せ
ホ
ル
モ
ン
が
脳
内
に
分

泌
さ
れ
る
か
ら
だ
そ
う

だ
。
世
界
最
高
の
舞
台
で

次
々
と
成
し
遂
げ
る
偉
業

は
、
我
々
日
本
人
に
優
越

感
さ
え
味
わ
せ
て
く
れ
る

わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
ま
さ

に
ド
ー
パ
ミ
ン
に
よ
る
効

果
だ
と
い
う
。
た
だ
し
ド

ー
パ
ミ
ン
は
、
そ
の
快
楽

さ
が
ゆ
え
に
癖
に
も
な
る

か
ら
気
を
付
け
な
い
と
い

け
な
い
。
も
っ
と
、
も
っ
と
と
過
剰

に
欲
し
て
し
ま
う
の
だ
。 

 
 幸

せ
を
感
じ
る
ホ
ル
モ
ン
は
他
に

も
あ
る
。「
オ
キ
シ
ト
シ
ン
」
や
「
セ

ロ
ト
ニ
ン
」
で
あ
る
。
オ
キ
シ
ト
シ

ン
は
主
に
人
間
関
係
が
良
好
な
場
合

に
分
泌
さ
れ
、
心
身
の
リ
ラ
ッ
ク
ス

効
果
、
ス
ト
レ
ス
低
減
、
免
疫
力
ア

ッ
プ
な
ど
、
多
く
の
良
い
効
果
を
持

つ
。
セ
ロ
ト
ニ
ン
は
、
日
中
に
お
け

る
健
康
的
な
生
活
に
よ
っ
て
分
泌
が

促
さ
れ
、
安
心
感
や
平
常
心
な
ど

我
々
の
精
神
的
安
定
を

支
え
て
い
る
。
逆
に
そ
れ

が
不
足
す
る
と
、
夜
に
睡

眠
を
促
す
メ
ラ
ト
ニ
ン

が
分
泌
さ
れ
ず
、
不
眠
や

不
安
、
と
き
に
精
神
障
害

の
一
因
と
も
な
る
。 

 

ド
ー
パ
ミ
ン
系
の
快

楽
も
人
間
が
ゆ
え
に
欲

し
て
し
ま
う
が
、
先
ず
は

オ
キ
シ
ト
シ
ン
、
セ
ロ
ト

ニ
ン
系
の
充
実
が
あ
っ

て
こ
そ
だ
。
そ
こ
が
不
足
し
て
い
る

と
い
く
ら
ド
ー
パ
ミ
ン
が
増
え
て
も

心
は
落
ち
着
か
な
い
。 

 

大
谷
選
手
を
よ
く
見
て
み
る
と
、

チ
ー
ム
と
睡
眠
を
と
て
も
大
切
に
し

て
い
る
。
や
っ
ぱ
り
彼
は
凄
い
。（
龍
） 
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人間の尊厳を生き 今ここに安らぐ 

 



檀
信
徒
合
同 

盂
蘭
盆
総
供
養 

毎
年
恒
例
の
檀
信
徒
合
同
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

総そ
う

供く

養よ
う

法ほ
う

会え

を
八
月
十
五
日
午
前
九

時
よ
り
玉
佛
堂

ぎ
ょ
く
ぶ
つ
ど
う

に
て
奉
修
し
ま
し

た
。 法

会
は
、
龍

り
ゅ
う

門も
ん

住
職
が
仏
前
に
回え

向こ
う

文も
ん

を
奉
読
す
る
と
と
も
に
、
僧
衆

が
声

し
ょ
う

明
み
ょ
う

お
よ
び
理り

趣し
ゅ

経
き
ょ
う

を
奉
唱
。

過
去
精
霊
に
回え

向こ
う

を
捧
げ
ま
し
た
。 

台
風
接
近
の
た
め
天
候
が
不
安
定

な
中
、
ご
参
拝
い
た
だ
い
た
皆
様
に

は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

な
お
、
当
日
正
午
よ
り
開
催
を
予

定
し
ま
し
た
「
平
和
の
鐘
を
鳴
ら
そ

う
！
」（
主
催
：
岡
山
ユ
ネ
ス
コ
協
会
）

は
、
悪
天
候
の
た
め
当
山
内
僧
侶
で

鐘
を
撞
き
祈
る
の
み
と
し
、
集
会
は

中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ご
先
祖 

萬
霊
供
養 

お
せ
が
き
行 

 

八
月
十
九
日
、
昨
秋
新
本
堂
を
落

慶
さ
れ
た
神か

峯ぶ

山さ
ん

大だ
い

門も
ん

寺じ

（
大
阪
府

茨
木
市
）
様
へ
出
向
き
、
同
寺
本
堂

濡
れ
縁
に
於
い
て
回
向
塔
婆
の
加
持

を
含
む
「
略
施せ

餓が

鬼き

法ほ
う

会え

」
を
奉
修

（
参
加
三
十
一
名
）
。
併
せ
て
本
堂
内

で
本
尊
如に

ょ

意い

輪り
ん

観か
ん

音の
ん

菩ぼ

薩さ
つ

に
ご
法
楽

ほ
う
ら
く

を
捧
げ
、
添
野

そ

え

の

大
真

だ
い
し
ん

同
寺
ご
住
職
よ

り
お
寺
の
ご
紹
介
を
含
む
ご
法
話
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

施
餓
鬼
法
会
と
は
、
飢
え
に
苦
し

む
餓
鬼
を
供
養
し
、
三さ

ん

界が
い

萬ば
ん

霊れ
い

並
び

に
先
祖
代
々
精
霊
に
回
向
を
捧
げ
る

た
め
の
法
会
で
す
。
当
山
で
は
毎
年
、

各
地
へ
出
向
い
て
奉
修
し
て
お
り
ま

す
。 昼

食
を
取
っ
た
後
は
、
万
博
記
念

公
園
内
「
太
陽
の
塔
」、
及
び
「
国
立

民
俗
学
博
物
館
」
を
見
学
。
楽
し
い

時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
、

関
係
者
皆
様
に
は
心
よ
り
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
会
便
り 

 
 

い
つ
も
ご
協
力
を
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

い
た
だ
い
た
浄
財
は
、
人
道
援
助

宗
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｒ
Ｎ
Ｎ

を
通
じ
て
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人

Ａ
Ｍ
Ｄ
Ａ
に
寄
託
さ
れ
ま
す
。 

 

☆
志
納
金 

２
９
，
６
５
８
円 

 

令
和
五
年
六
月
十
四
日
～
八
月
二
十
二
日 

 

ト
ル
コ
・
シ
リ
ア
地
震 

１
５
，
９
７
３
円 

黒
住
ト
シ
子
、
糸
島
万
貴
栄
、
光
岡
香
里
、
白

神
美
保
、
佐
藤
恭
子
、
光
研
老
僧
、
中
村
久
美

子
、
新(

藤
原)

、
原
田
清
子
、
朝
森
素
子
、
朝

森
明
美
、
朝
森
弘
英
、
山
田
紀
香 

 

東
日
本
大
震
災
救
援 

 
 

５
，
５
８
３
円 

糸
島
万
貴
栄
、
黒
住
ト
シ
子
、
光
岡
香
里
、
白

神
美
保
、
佐
藤
恭
子
、
中
村
久
美
子
、
原
田
清

子
、
朝
森
素
子
、
朝
森
弘
英
、
山
田
紀
香 

ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民
支
援 

８
，
１
０
２
円 

黒
住
ト
シ
子
、
糸
島
万
貴
栄
、
光
岡
香
里
、

井
上
真
由
美
、
白
神
美
保
、
佐
藤
恭
子
、
中

村
久
美
子
、
伊
藤
圭
子
、
原
田
清
子
、
朝
森

明
美
、
朝
森
弘
英
、
山
田
紀
香 

 

       

長泉寺ボランティア基金会 

寄付金の受付 
  
ゆうちょ銀行 総合口座 

15460 30539111 
  
郵便局以外の金融機関から 

振込む場合は 

【店名】五四八 【店番】548 

【預金種目】普通預金 

【口座番号】3053911 
 
ご協力をお願いします 



総
本
山
仁
和
寺
よ
り
褒
章 

渡 

邉  

進 
 

前
総
代  

 
 約

二
十
年
に
わ
た
っ
て
当
山
檀
信

徒
総
代
と
し
て
寺
院
運
営
に
ご
尽
力

い
た
だ
き
、
本
年
六
月
を
以
っ
て
ご

退
任
さ
れ
た
渡
邉

わ
た
な
べ

進
す
す
む

氏
が
、
総
本
山

仁
和
寺

に

ん

な

じ

門
跡

も
ん
ぜ
き

で
あ
る
瀬
川

せ

が

わ

大
秀

た
い
し
ゅ
う

大

僧
正
猊
下
よ
り
褒
章
状
を
授
与
さ
れ

ま
し
た
。 

渡
邉
前
総
代
は
、
あ
か
つ
き
産
業

株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
、
ニ
チ

ア
ス
株
式
会
社
岡
山
支
店
長
を
勤
め

ら
れ
た
後
、
平
成
十
六
年
に
当
山
総

代
に
ご
就
任
。
大
法
会
や
記
念
行
事

な
ど
様
々
な
事
業
に
貢
献
さ
れ
た
ほ

か
、
遍
路
巡
礼
を
行
う
「
長
泉
寺
杖

じ
ょ
う

心し
ん

会か
い

」
会
長
を
勤
め
、
檀
信
徒
を
よ

く
先
導
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
各
種

事
業
に
お
い
て
経
済
的
に
も
多
く
の

ご
支
援
を
賜
り
ま
し
た
。 

そ
の
他
、
平
成
二
十
一
年
当
山
開

山
五
百
周
年
記
念
奉
讃
会
役
員
、
平

成
三
十
一
年
本
堂
修
繕
奉
讃
会
役
員

な
ど
を
歴
任
。
平
成
二
十
八
年
か
ら

本
年
ま
で
は
副
総
代
長
、
並
び
に
責

任
役
員
を
お
勤
め
下
さ
い
ま
し
た
。 

当
山
に
対
す
る
渡
邉
氏
の
甚
大
な

る
ご
功
績
に
衷
心
よ
り
厚
く
感
謝
と

ご
慰
労
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

言
葉
に
し
な
く
て
も
二
人
の
心
が

通
じ
合
う
こ
と
を
「
ア
ウ
ン
の
呼
吸
」

と
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
相
撲
で

も
二
人
の
力
士
が
呼
吸
を
整
え
、
仕

切
り
を
合
わ
す
こ
と
を
そ
う
呼
び
ま

す
。 寺

社
の
山
門
に
あ
る
仁
王

に

お

う

像
は
、
口
を
開
け
て
い
る
方
が

ア
（
阿
）
形
で
、
閉
じ
て
い
る

方
を
ン
（
吽
）
形
と
呼
び
ま
す
。

仁
王
門
の
あ
る
お
寺
に
行
く

機
会
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
よ
く
見

て
み
て
下
さ
い
。 

と
こ
ろ
で
赤
ん
坊
は
、
「
ア

ー
ッ
」
と
泣
き
な
が
ら
誕
生

し
、
そ
し
て
人
間
、
臨
終
の
際

に
は
、「
ン
ー
」
と
言
葉
を
無
く

し
最
期
を
迎
え
ま
す
。
人
生
は

「
ア
」
で
始
ま
り
「
ン
」
で
終

わ
る
こ
と
か
ら
、
言
葉
は
な
く
と
も

一
つ
の
動
き
で
全
て
わ
か
る
こ
と
を

「
阿
吽
の
呼
吸
」
と
言
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

五
十
音
図
で
は
ア
が
そ
の
始
ま
り

で
、
ン
は
音
図
外
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
ン
は
「
い
ろ
は
う
た
」

に
出
な
い
仮
名
で
、
は
ね
字

「
撥は

ね
ら
れ
た
字
」
と
さ
れ

て
い
ま
す
。 

仏
教
で
「
阿
字
」
と
は
、

こ
と
ば
の
根
本
で
あ
り
、
声

の
母
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
「
諸し

ょ

法ほ
う

本ほ
ん

不ぷ

生
し
ょ
う

」

―
―

生
命
の
根
源
で
あ
る

宇
宙
は
本
来
不
生
不
滅
で

あ
る
と
、
私
た
ち
の
い
の
ち

の
永
久
性
を
説
き
ま
す
。 

真
言
宗
を
開
い
た
空
海

く
う
か
い

は
、
『
吽う

ん

字
義

じ

ぎ

』
を
著
さ
れ
、
そ
の
字
義
を
解

か
れ
ま
し
た
が
、「
阿あ

字じ

観か
ん

」
ほ
ど
に

は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
「
ア
！
」、

「
ン
？
」
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
続
） 

アウン 阿吽 
～日本語と真言宗シリーズ～ 

名誉住職 光研 

渡邉 進 氏   

渡邉進氏慰労会  令和 5 年 8 月 22 日   



お
盆
が
過
ぎ
た
か
と
思
え
ば
早
や

お
彼
岸
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
宅
で

も
仏
壇
や
祭
壇
で
故
人
を
祀
り
、
お

墓
参
り
も
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
私
た
ち
は
、
故
人
を
弔

う
際
、
あ
た
り
ま
え
で
は
あ
り
ま
す

が
、
そ
の

魂
た
ま
し
い

（
あ
る
い
は
御
霊

み

た

ま

）
な

る
も
の
に
対
し
て
手
を
合
わ
せ
て
い

ま
す
。
で
す
が
、
じ
ゃ
あ
そ
の
魂
は

ど
こ
に
あ
る
の
？
と
聞
か
れ
る
と
す

ん
な
り
と
答
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

仏
壇
に
あ
る
の
か
お
墓
に
あ
る
の
か
、

あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
い
の
か
、
実

際
の
と
こ
ろ
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
？ 

私
は
こ
れ
を
「
魂 

ど
こ
に
あ
る
の

か
問
題
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
、

皆
様
も
一
度

は
疑
問
に
思

っ
た
こ
と
が

あ
る
か
と
思

い
ま
す
し
、
一

度
こ
こ
で
記

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 魂

と
は
何
か
？ 

先
ず
、
そ
も
そ
も
魂
が
ど
う
い
う

も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
広
辞
苑

に
「
肉
体
に
宿
っ
て
心
の
は
た
ら
き

を
つ
か
さ
ど
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
。」
で
「
肉
体
を
離
れ
て
も
存
在
す

る
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
魂
は

肉
体
を
離
れ
て
も
あ
る
、
要
は
死
ん

で
も
残
る
と
い
う
の
で
す
。
魂
に
つ

い
て
考
え
る
と
き
、
こ
の
「
死
ん
で

も
残
る
」
と
い
う
の
が
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
で
し
ょ
う
。 

で
は
、
死
ん
で
も
残
る
も
の
と
は

何
で
し
ょ
う
か
？ 

骨
？ 

た
し
か
に

今
は
火
葬
な
の
で
骨
も
残
り
ま
す
が
、

そ
れ
よ
り
決
定
的
に
残
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。「
関
係
性
」
で
す
。 

た
と
え
ば
親
が
亡
く
な
っ
た
と
し

ま
す
。
し
か
し
、
た
と
え
亡
く
な
っ

て
も
親
は
親
で
す
。
死
ん
だ
途
端
に

他
人
、
と
は

な
り
ま
せ
ん
。

関
係
性
と
は

実
に
そ
う
い

う
も
の
で
あ

っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
残
っ
た
関
係
性

を
ど
う
す
る
の
か
が
問
わ
れ
、
そ
の

故
に
葬
儀
や
法
事
、
お
墓
参
り
な
ど

の
ご
供
養
を
行
う
わ
け
で
す
。 

一
方
で
魂
は
「
死
ん
で
も
残
る
」

わ
け
で
す
か
ら
、
生
き
て
い
る
私
た

ち
に
だ
っ
て
当
然
あ
る
は
ず
で
す
。

で
は
、
私
た
ち
自
身
の
魂
は
ど
こ
に

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

広
辞
苑
に
は
「
肉
体
に
宿
る
」
と

あ
り
ま
す
が
、「
宿
る
」
と
い
う
の
は

「
一
時
的
に
と
ど
ま
る
」
と
い
う
よ

う
な
意
味
で
す
か
ら
、
本
来
存
在
す

る
場
所
は
肉
体
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、「
心
の
は
た
ら
き
を
つ
か
さ

ど
る
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
魂
は

心
の
根
源
の
よ
う
な
も
の
で
、
自
分

が
自
分
で
あ
る
た
め
の
主
体
的
役
割

を
担
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
ま
す
。 

自
分
を
自
分
た
ら
し
め
る
も
の 

そ
こ
で
「
自
分
」
と
い
う
も
の
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
仏
教
で

は
「
無
我

む

が

」
と
い
う
思
想
に
触
れ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

「
無
我
」
を
そ
の
ま
ま
読
ん
で
し

ま
う
と
「
我わ

れ

は
無な

い
」
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
が
、
今
日
だ
っ
て
自
分
は

こ
こ
に
居
ま
す
し
、
我
は
あ
り
ま
す
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
無
我
と
は
「
我

を
我
せ
し
め
て
い
る
も
の
は
我
で
は

無
い
」
と
い
う
の
が
真
意
で
す
。 

で
は
何
が
我
を
我
せ
し
め
て
い
る

の
か
と
い
う
と
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

は
そ
れ
を

「
縁
起

え

ん

ぎ

」
と
説
き
、
大
乗

だ
い
じ
ょ
う

仏
教

ぶ
っ
き
ょ
う

で
は

「
空く

う

」
と
呼
び
ま
し
た
。
現
代
的
に

言
う
と
、
ま
さ
に
「
関
係
性
」
で
す
。 

 
 「

自
分
」
の
は
じ
ま
り 

も
し
可
能
な
ら
ば
「
自
分
」
が
ス

タ
ー
ト
し
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
返

し
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
し
か
し
そ

れ
は
ど
な
た
も
が
き
っ
と
思
い
出
せ

な
い
は
ず
で
す
。
と
い
う
の
も
、
誰

に
と
っ
て
も
「
自
分
」
は
気
づ
い
た

魂 

ど
こ
に
あ
る
の
か
問
題  

龍 

門 



と
き
に
は
も
う
始
ま
っ
て
い
た
も
の

だ
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
と
き
に

は
す
で
に
自
分
の
顔
も
体
も
、
親
も

家
も
、
自
分
の
名
前
す
ら
決
ま
っ
て

い
て
、
自
分
の
意
志
と
は
全
く
無
関

係
に
「
自
分
」
と
い
う
設
定
が
な
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
延
長
の
ま
ま
今
日

に
い
た
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。 

で
は
何
が
自
分
を
つ
く
っ
た
の
か

と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
両
親
の
存
在

は
大
き
い
で
す
が
、
そ
の
両
親
が
両

親
で
あ
る
（
夫
婦
と
は
限
り
ま
せ
ん
）

と
い
う
関
係
性
が
先
ず
あ
っ
て
、
し

か
も
両
親
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ま
た
両
親

が
い
て
、
そ
の
両
親
に
も
さ
ら
に
・
・
・
、

と
こ
れ
を
言
い
出
す
と
ご
先
祖
様
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
が
、
要
は
先
祖
代
々
脈
々
と
、

様
々
な
め
ぐ
り
合
わ
せ
、
ご
縁
、
即

ち
「
関
係
性
」
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

自
分
と
い
う
も
の
が
誕
生
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
で
す
の
で
、
何
が
自
分

を
つ
く
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
ま
さ

に
「
関
係
性
」
と
言
う
べ
き
で
し
ょ

う
。 

関
係
性
が
自
分
を
つ
く
る 

そ
う
し
て
産
ま
れ
て
来
た
自
分
は
、

相
変
わ
ら
ず
ま
た
関
係
性
を
生
き
て

い
ま
す
。
自
分
の
人
生
な
ん
だ
か
ら
、

自
分
の
意
志
で
、
自
分
で
選
択
し
て

生
き
て
い
る
、
と
い
う
気
に
も
な
り

が
ち
で
す
が
、
学
校
で
出
逢
っ
た
友

達
や
職
場
を
と
も
に
す
る
仲
間
は
、

決
し
て
自
分
が
選
ん
だ
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
う
い
う
人
間

関
係
の
中
で
、
仲
良
く
な
っ
た
り
ケ

ン
カ
を
し
た
り
、
と
き
に
は
親
友
や

恋
人
が
で
き
、
あ
る
い
は
孤
独
や
失

恋
を
経
験
し
、
切
磋
琢
磨
も
あ
れ
ば

嫉
妬
や
妬
み
も
あ
る
と
い
う
関
係
性

に
揉
ま
れ
る
こ
と
で
、「
自
分
」
と
い

う
人
格
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

要
は
、
関
係
性
に
よ
っ
て
ス
タ
ー

ト
し
た
自
分
は
、
関
係
性
を
生
き
る

が
ゆ
え
に
そ
の
関
係
性
か
ら
良
く
も

悪
く
も
影
響
を
受
け
、
そ
の
積
み
重

ね
の
結
果
と
し
て
今
日
の
自
分
が
出

来
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
。 

真
言
宗
の
僧
侶
に
と
っ
て
必
須
の

論
書
で
あ
る
『
菩
提

ぼ

だ

い

心
論

し
ん
ろ
ん

』
に
は
、

「
自
心

じ

し

ん

（
我
）
を
観み

る
に
形

か
た
ち

月
輪

が
ち
り
ん

の

如
し
」
と
あ
り
ま
す
。「
我
（
自
心
）」

は
自
身
を
中
心
に
拡
が
る
円
い
縁
で

あ
り
、
い
わ
ば
「
関
係
性
の
総
体
」

の
よ
う
な
も
の
が
自
分
の
正
体
で
あ

る
と
い
う
の
で
す
。 

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
自
分
を

幸
せ
に
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
分

個
人
に
何
か
を
与
え
る
と
い
う
よ
り
、

自
分
を
自
分
た
ら
し
め
て
い
る
関
係

性
、
即
ち
家
族
や
友
人
な
ど
大
切
な

存
在
を
幸
せ
に
す
る
努
力
こ
そ
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
叶

っ
た
と
き
、
結
果
と
し
て
自
分
が
幸

せ
を
感
じ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

 

魂
と
は
関
係
性
で
あ
る 

こ
こ
ま
で
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば

お
分
か
り
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す

が
、
魂
と
は
即
ち
関
係
性
な
の
で
す
。

関
係
性
こ
そ
が
私
を
私
、
あ
な
た
を

あ
な
た
た
ら
し
め
て
い
る
主
体
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
私
が
死
の
う
と
も
、

あ
な
た
が
死
の
う
と
も
、
相
変
わ
ら

ず
そ
こ
に
残
る
、
ま
さ
に
「
魂
」
な

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
魂 

ど
こ
に
あ
る
の
か
問
題
」
に

対
し
て
お
答
え
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仏

壇
に
も
お
墓
に
も
、
ど
ち
ら
に
も
あ

り
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
故
人
の
こ
と
を
想
え
ば
ど
こ
に

だ
っ
て
関
係
性
は
あ
り
ま
す
し
、
関

係
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
そ
の
故
人
の

こ
と
を
想
う
わ
け
で
す
。 

た
だ
し
、
ど
こ
で
も
良
い
な
ら
仏

壇
も
お
墓
も
不
要
、
と
い
う
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
と
い
う
の
は

家
族
と
い
る
と
き
は
家
族
、
友
人
と

い
る
と
き
は
友
人
、
仕
事
を
し
て
い

る
と
き
は
職
場
の
仲
間
や
お
客
さ
ん
、

取
引
先
な
ど
と
の
関
係
性
を
精
一
杯

生
き
て
い
ま
す
。
故
人
と
の
関
係
性

が
い
く
ら
大
切
だ
と
は
い
え
、
そ
れ

を
四
六
時
中
感
じ
て
生
き
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
だ
か
ら

こ
そ
、
然
る
べ
き
と
き
、
然
る
べ
き

場
所
に
お
い
て
、
故
人
と
自
分
と
の

間
に
残
っ
た
関
係
性
を
、
し
っ
か
り

良
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
作
業
、

即
ち
ご
供
養
が
大
切
と
な
る
の
で
す
。 



岡山の河川 
～特に旭川・百間川の歴史と流域治水～ 

  

10 月18 日  （水）     
19：00～20：30  

於：長泉寺本堂  
参加無料・予約先着 50 名 

講師： 松
ま つ

井
い

大
だ い

生
き

 先生  

国土交通省 中国地方整備局 

岡山河川事務所 流域治水課長  

 

                         

 

                     

     

寺
子
屋
文
化
講
座 

 

八
月
三
十
一
日
に
開
講
し
ま
し
た

第
四
十
一
回
寺
子
屋
文
化
講
座
は
、

登
壇
を
予
定
し
て
い
た
講
師
の
都
合

が
急
遽
合
わ
な
く
な
り
、
代
わ
り
に

龍
門

り
ゅ
う
も
ん

住
職
が
講
師
を
勤
め
、「
魂 

ど

こ
に
あ
る
の
か
問
題
」（
前
頁
掲
載
内

容
）
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
し
た
。 

 

な
お
、
当
初
予
定
し
て
い
た
内
容

の
講
座
は
、
左
記
の
通
り
日
時
を
あ

ら
た
め
て
開
催
い
た
し
ま
す
。 

              

灯
篭
流
し 

 

岡
山
市
仏
教
会
は
八
月
十
六
日
、

恒
例
の
盆
行
事
「
灯と

う

篭
流

ろ
う
な
が

し
」
を
西

川
下
石
井
公
園
で
開
催
し
ま
し
た
。 

 

台
風
が
心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
当

日
に
は
無
事
過
ぎ
去
り
、
多
く
の
方

に
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

お
申
込
み
い
た
だ
い
た
灯
篭
は
、

仏
教
会
僧
侶
で
読
経
し
た
後
、
灯
明

を
つ
け
、
西
川
へ
流
し
ま
し
た
。 

 

杖
心
会 

津
軽
海
峡
の
旅 

 

先
月
、
皆
様
へ
ご
案
内
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
「
青
森
・
函
館 

津
軽
海
峡

の
旅
」（
十
月
八
～
十
日
開
催
予
定
）

は
、
お
か
げ
さ
ま
を
持
ち
ま
し
て
満

員
御
礼
と
な
り
ま
し
た
。
つ
き
ま
し

て
は
、
す
で
に
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
の

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
状
況
で
し
て
、

新
た
な
参
加
希
望
に
つ
き
ま
し
て
は

お
申
し
受
け
で
き
ま
せ
ん
。 

 

な
に
と
ぞ
ご
理
解
、
ご
容
赦
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
引
き
続
き
長
泉
寺
杖

じ
ょ
う

心し
ん

会か
い

を
お
引
き
立
て
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

鯉 

魚 

図 
令
和
五
年
八
月
吉
日 

作
・
寄
託 

森
山 

知
己 

先
生 

協 
 

讃 

渡
邉  

進  

前
総
代 

        
 

こ
の
度
、
日
本
画
家
の
森
山

も
り
や
ま

知
己

と

も

き

先
生
が
、
ご
自
身
の
作
品
『
鯉り

魚ぎ
ょ

図ず

』
を

当
山
へ
寄
託
下
さ
い
ま
し
た
。 

図
は
、「
登
竜
門

と
う
り
ゅ
う
も
ん

」
（
※
中
国
の
黄
河

こ

う

が

上
流
に
あ
る
竜
門
山
に
あ
る
急
流
）

を
登
り
き
っ
た
鯉
が
竜
に
変
身
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

森
山
先
生
は
、
岡
山
を
代
表
す
る
日
本
画
家
で
い
ら
し
て
、
現
在
倉
敷
芸

術
科
学
大
学
の
学
長
補
佐
を
勤
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
当
山
と
は
、

『
山
水

せ
ん
ず
い

六
曲

ろ
く
き
ょ
く

屏
風

び
ょ
う
ぶ

』
や
、
本
堂
修
繕
落
慶
記
念
の
『
散
華
図

さ

ん

げ

ず

』
を
描
い
て
い

た
だ
い
た
と
い
う
ご
縁
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
当
図
寄
託
に
際
し
、
前
総
代
の
渡
邉
進
氏
が
ご
協
讃
金
を
奉
納
下

さ
い
ま
し
た
。
両
氏
に
は
、
心
よ
り
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

 

 



納
骨
堂
「
樂
陽
廟
」
の
ご
案
内 

 
昨
年
夏
に
納
骨
壇
の
増
設
を
施
工

し
た
当
山
の
納
骨
堂
「
樂ら

く

陽よ
う

廟
び
ょ
う

」
は
、

こ
れ
ま
で
に
増
設
分
（
小
型
壇
一
二

〇
基
・
大
型
壇
二
〇
基
）
の
約
半
数

分
に
つ
い
て
永
代
供
養
の
お
申
し
受

け
を
い
た
だ
い
て
い
る
状
況
で
す
。 

 

後
継
者
不
在
な
ど
の
理
由
で
お
墓

じ
ま
い
、
永
代
供
養
を
ご
検
討
の
お

方
に
は
ど
う
ぞ
お
問
合
せ
下
さ
い
。 

 

な
お
、
お
申
し
受
け
は
檀
家
の
方

に
限
り
ま
す
。 

             

                          

                          

                          

縁日法会の時間が変わりました。 
毎月８日（本尊縁日）、２１日（大師縁日）、２８日（不動縁日）に奉修している縁日法会は、 

本年８月より １０時 開式となっております。 

ご確認の上、どうぞご参拝ください。 
 

― 長泉寺 毎月縁日法会 ― 

◇本尊薬師如来縁日◇ 

毎月８日 午前１０時～ 法話／勤行／写経   

◇高祖弘法大師縁日◇ 

毎月２１日 午前１０時～ 法話／勤行／写経／光研さんの空海プログラム（講話） 
※ ４月と１１月は、行事の都合により午前９時より行います。   

◇インド佐々井秀嶺師請来 必生不動明王 護摩供養◇ 

毎月２８日 午前１０時～  護摩供養／不動真言念誦行    
※写経の参加料は３００円（用紙代・御供込）です。 ※不動護摩供における添え護摩札は一本３００円です。 

奉納「大のぼり幡」のご案内 

当山境内に掲げる「大のぼり幡」の奉納施主になってくださる御方を探

しております。 

この幡は、白色の厚い生地に、当山に祀られる諸尊名と奉納施主名を

黒字で染めた大きなもので、仏様の功徳を称えるための境内荘厳具で

す。耐久性は２年ほどで、その間境内に掲げさせていただいております。 

 ご協力いただけます御方には今月中に当山までご連絡下さい。 
   

大のぼり幡 一基 奉納 25,000円也 



和気清麻呂と 

宇佐八幡宮神託事件 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   

10 月31 日 (火)     
19：00～20：30  

於：長泉寺本堂  
参加無料・予約先着 50 名 

講師： 朝森
あ さ も り

 要
かなめ

 先生  

方谷研究会会長 

西山拙斎顕彰会顧問 

 

  

                        

                          

                          

              

◆◇◆◇◆ 長泉寺文化教室 ◆◇◆◇◆ 
長泉寺合唱団ナーガ 第 2,3,4月曜 10時～12時 

    金剛流御詠歌会 毎週火曜 10時～12時 

     御室流華道教室 毎月 1回 

         写経会 毎月 8日、21日 10時 

        書の会 毎月 1回 

      将棋クラブ 毎月 1回 

    寺子屋文化講座 隔月 1回 

◆◇◆◇ お気軽にお問い合わせください ◇◆◇◆ 

 

長泉寺の公式ホームページをぜひご活用下さい    
住職のブログ、月行事日程、文化教室のご案内など長泉寺の様々な情報がご覧になれます 

長泉寺 南方          

将 棋 ク ラ ブ 
  
毎月一回 客殿で開催中 参加無料 

 

■65回目 

10 月28 日（土） 13：30－16：00 
 

■66回目 

11 月26 日（日） 13：30－16：00 
 

いつも集まったメンバーで楽しくやっていま

す。どなたでもお気軽にご参加ください。 

可能な御方に限り、『いづみ』のペーパーレス化に

ご協力いただいております。※すでにご登録をいただ

いたお方には感謝申し上げます。 

ご対応いただけます檀徒様には、下記アドレスまで

お名前とご住所をご送信下さい。 

idumi@chosenji.net 

 

 

     

 
 

いづみ ペーパーレス化 

現在の岡山県和気町出身で、

宇佐八幡宮神託事件、平安京

遷都などで活躍し、明治時代

の十円紙幣にも登場した和気

清麻呂について、岡山県・市の

文化奨励賞を受賞されている

朝森要先生よりお話をいただ

きます。 
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