
                          
 

我
が
国
に
は
、
「
道
」
と
い
う
伝

統
文
化
が
あ
る
。
茶
道
、
華
道
と
い

っ
た
芸
道
、
ま
た
柔
道
、
剣
道
な
ど

の
武
道
、
そ
れ
ら
全
て
が
「
道
」
で

あ
る
。
神
祇
信
仰
は
「
神
道
」
で
、

仏
教
も
本
来
は
「
仏
道
」
と
い
う
。 

 
 

「
道
」
の
実
践
で
は
、

練
習
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で

は
な
く
、
「
稽
古

け

い

こ

」
が
そ

の
基
本
と
な
る
。
稽
古
と

は
「

古
い
に
し
え

を
稽

か
ん
が

む
る
」
の

意
で
、
先
人
へ
の
敬
意
を

以
っ
て
真
剣
に
取
り
組
む

べ
き
も
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
稽
古
は
そ
の
全
て
が

本
番
で
、
手
を
抜
く
こ
と

が
で
き
な
い
。
礼
に
始
ま

り
礼
に
終
わ
る
の
も
そ
の

た
め
だ
。
「
道
」
と
は
即
ち
、
そ
れ

を
極
め
る
こ
と
を
目
的
に
し
つ
つ
も
、

そ
の
歩
み
に
こ
そ
本
質
的
な
価
値
を

持
つ
の
で
あ
る
。 

 

一
方
、
現
代
社
会
は
ど
う
か
？
芸

事
や
ス
ポ
ー
ツ
の
み
な
ら
ず
、
教
育
、

医
療
、
政
治
、
経
済
、
そ
の
全
て
に

求
め
ら
れ
る
の
は
結
果
だ
。
結
果
が

ダ
メ
で
も
心
を
込
め
て
精
一
杯
や
っ

た
、
と
い
う
の
は
甘
い
考
え
で
、
結

果
こ
そ
全
て
と
い
う
時
代
と
な
っ
た
。 

 
 確

か
に
結
果
は
大
事
で
あ
る
。
た

だ
、
目
的
の
た
め
な
ら
手

段
を
選
ば
な
い ―

―
―

 

結
果
至
上
主
義
も
ま
た
危

う
い
。
平
和
と
い
う
目
的

の
た
め
に
戦
争
を
し
、
か

つ
て
は
そ
れ
で
原
爆
を
も

落
と
し
た
の
が
人
類
だ
。

結
果
や
目
的
も
大
切
だ
が
、

同
時
に
手
段
や
プ
ロ
セ
ス
、

即
ち
「
道
」
を
尊
ぶ
こ
と 

―
―
―

「
道
徳
」
が
よ
り

一
層
に
大
切
で
あ
る
。 

 

高
祖
大
師
は
、
「
成
仏
」
と
い
う

仏
教
者
の
達
成
す
べ
き
目
的
を
そ
の

手
段
に
も
適
応
さ
れ
た
。
仏
に
成
る

た
め
に
は
、
仏
の
如
く
今
を
生
き
る

こ
と
。
そ
の
実
践
が
「
即
身
成
仏

そ
く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

」 

―
―
―

 

成
仏
道
で
あ
る
と
。（
龍
） 
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11 月 16 日 （土）～ 17 日 （日） 
「日本酒」、「清酒」は、室町時代に真言宗の僧侶がその造り方を発明したことに由来します。それらは「南都諸白（なんともろはく）」、「僧

坊酒（そうぼうしゅ）」などと呼ばれ、織田信長や豊臣秀吉などの戦国武将にも愛飲され、今へ伝わっています。 
今回は、その原点ともなっている寺社や所縁の場所を巡拝します。詳しくは別途ご案内用紙をご覧ください。 主催：長泉寺杖心会                 

貸切バスで行く 日本清酒の源流をたずねる旅 



檀
信
徒
精
霊
総
供
養 

盂 

蘭 

盆 

会 
八
月
一
日
か
ら
二
週
間
に
わ
た
っ

て
、
当
山
よ
り
檀
信
徒
各
家
へ
参
拝

す
る
「
お
盆
行
」
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
十
五
日
に
は
当
山
玉
佛
堂

ぎ
ょ
く
ぶ
つ
ど
う

に
於
い
て
檀
信
徒
各
家
精
霊
合
同
供

養
「
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

総そ
う

供く

養よ
う

法ほ
う

会え

」
を
奉
修

し
ま
し
た
。 

「
酷
暑
」
と
い
う
言
葉
で
も
足
り

な
い
ほ
ど
、
例
年
以
上
の
厳
し
い
暑

さ
が
続
く
八
月
前
半
と
な
り
ま
し
た

が
、
お
か
げ
様
を
以
っ
て
お
盆
の
全

行
程
を
無
事
成
満
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

檀
信
徒
皆
様
に
は
、
い
つ
も
ご
理

解
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
有
り
難
う

ご
ざ
い
ま
す
。 

 終
戦
の
日 

平
和
の
鐘
を
鳴
ら
そ
う 

終
戦
よ
り
七
十
九
年
を
迎
え
た
八

月
十
五
日
、
当
山
で
は
毎
年
恒
例
の

行
事
「
平
和
の
鐘
を
鳴
ら
そ
う
」
が

岡
山
ユ
ネ
ス
コ
協
会
の
主
催
に
よ
っ

て
開
か
れ
ま
し
た
。 

当
行
事
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者

た
ち
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
「
わ
た

し
の
平
和
宣
言
」
を
紹
介
し
な
が
ら
、

参
加
者
が
交
互
に
鐘
を
打
つ
こ
と
で

「
平
和
へ
の
祈
り
と
願
い
」
を
表
現

す
る
も
の
で
す
。
例
年
同
様
、
今
年

も
五
十
名
ほ
ど
の
方
々
に
よ
っ
て
鐘

の
音
が
鳴
ら
さ
れ
、
平
和
の
祈
り
が

捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
そ
の
様
子
は
各
地
方
報
道

局
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と

な
り
ま
し
た
。 

ご
先
祖 

萬
霊
供
養 

お 

せ 

が 

き 

行 
 

長
泉
寺
杖

じ
ょ
う

心し
ん

会か
い

は
八
月
二
十
四

日
、
恒
例
の
盆
行
事
「
お
せ
が
き

行
ぎ
ょ
う

」
を
開
催
。
今
年
は
四
国
別
格

霊
場
八
番
札
所
「
十と

夜や

ヶが

橋は
し 

永え
い

徳と
く

寺じ

」
（
愛
媛
県
大
洲
市
）
を
参
拝
し

ま
し
た
（
参
加
二
十
六
名
）。 

 

一
行
は
先
ず
、
「
伊
予
の
小
京
都
」

と
呼
ば
れ
、
風
情
に
満
ち
た
大
洲
市

街
を
散
策
し
、
大
洲
城
や
臥が

龍
り
ゅ
う

山さ
ん

荘そ
う

な
ど
を
観
光
。
昼
食
後
、
目
的
の

十
夜
ヶ
橋
永
徳
寺
へ
赴
き
、
平
成
三

十
年
西
日
本
豪
雨
災
害
で
の
被
災
か

ら
見
事
に
立
ち
直
ら
れ
た
新
本
堂
で

「

略
り
ゃ
く

施せ

餓が

鬼き

法ほ
う

」
を
奉
修
し
ま
し

た
。
檀
越
各
家
先
祖
代
々
精
霊
、
お

よ
び
三
界
萬
霊
へ
の
供
養
を
捧
げ
る

と
と
も
に
、
同
寺
の
三
好
圓え

ん

暁
ぎ
ょ
う

ご

住
職
よ
り
ご
法
話
を
賜
り
ま
し
た
。 

大
変
暑
い
一
日
と
な
り
ま
し
た
が
、

熱
中
症
対
策
も
取
り
な
が
ら
、
元
気

に
楽
し
く
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た

皆
様
に
は
、
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。 



白
須
賀
観
音
夏
ま
つ
り 

協
賛
金 

ご
芳
名 

追
記 

 

八
月
以
降 

敬
称
略 

髙
取
富
佐
子 

  

有
松
和
男 

 

七
月
末
ま
で
に
ご
納
金
い
た
だ
き

ま
し
た
方
々
の
ご
芳
名
は
、
『
い
づ

み
前
号
（
三
四
九
号
）
』
に
掲
載
し

て
お
り
ま
す
。
皆
様
か
ら
の
御
志
に

心
よ
り
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

玉
佛
堂
の
ぼ
り
幡
奉
納 

 

玉
ぎ
ょ
く

佛ぶ
つ

堂ど
う

本
尊
「
玉

ぎ
ょ
く

佛ぶ
つ

釈し
ゃ

迦か

牟む

尼に

如に
ょ

来ら
い

」
を
称
え
る
「
の
ぼ
り
幡
」
奉

納
の
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
と
こ
ろ
、
左
記
の
方
々
（
敬
称

略
）
が
施
主
を
お
勤
め
下
さ
い
ま
し

た
。 こ

こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

原
田
清
子
（
穝
東
町
） 

 

山
田
紀
香
（
国
体
町
） 

 

田
中
建
治
（
田
中
） 

 

徳
森
文
之
（
瀬
戸
町
） 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

灯 

篭 

流 

し 

お
盆
の
伝
統
行
事
の
一
つ
で
あ
る

「
灯と

う

篭ろ
う

流な
が

し
」
は
八
月
十
六
日
、
西 

川
（
下
石
井
公
園
）
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
（
主
催
：
岡
山
市
仏
教
会
）。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

流
行
や
猛
暑
の
影
響
で
、
こ
こ
数
年

は
参
拝
者
が
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
し

た
が
、
本
年
は
コ
ロ
ナ
前
の
人
出
が

戻
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
し
た
。 

灯
篭
に
は
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
に

各
家
各
人
の
亡
き
人
へ
の
祈
り
が
あ

り
ま
す
。
僧
侶
に
よ
る
読
経
の
声
が

響
く
中
、
西
川
の
水
面
に
揺
れ
る
灯

篭
の
や
さ
し
い
光
が
と
て
も
美
し
く

輝
い
て
い
ま
し
た
。 

寺
子
屋
文
化
講
座 

 

第
四
十
七
回
寺
子
屋
文
化
講
座
を

九
月
十
日
、
岡
山
県
立
博
物
館
学
芸

員
の
岡お

か

崎ざ
き

有ゆ

紀き

先
生
を
講
師
に
お
迎

え
し
開
催
い
た
し
ま
し
た
。 

 

当
山
本
尊
で
も
あ
る
「
薬
師
如
来
」

へ
の
信
仰
を
テ
ー
マ
に
し
た
今
回
は
、

岡
崎
先
生
よ
り
岡
山
県
内
外
の
薬
師

如
来
像
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
そ
の
特
徴
や
歴
史
を
見
て
い
く

こ
と
で
、
古
来
の
薬
師
信
仰
を
学
ぶ

と
い
う
内
容
と
な
り
ま
し
た
。 

 

岡
山
で
は
笠か

さ

井い

山や
ま

、
芥け

子し
ご

山や
ま

な
ど
、

薬
師
如
来
の
信
仰
を
集
め
る
霊
山
が

あ
る
ほ
か
、
眼
病
に
霊
験
が
あ
る
と

さ
れ
る
島
根
県
出
雲
市
の
一い

ち

畑ば
た

薬や
く

師し

へ
の
信
仰
が
深
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

 
 

 

次
回
は
十
一
月
一
日
、
当
山
檀
徒

で
、
岡
山
市
・
県
の
両
文
化
奨
励
賞

を
受
賞
さ
れ
て
い
る
朝あ

さ

森も
り

要
か
な
め

先
生

（
郷
土
史
家
）
を
お
招
き
し
「
軍
師

黒
田
官
兵
衛 

―

備
中
高
松
城
の
水

攻
め―

」
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。 

              

長泉寺の縁日法会 
    
毎月 8日 10時～ 本尊縁日法会 

法話/写経   

21日 10時～ 大師縁日法会 
    法話/写経/空海プログラム（法話）/お接待    

28日 10時～ 不動縁日護摩供 
必生不動明王護摩供養/不動真言念誦行 

 

寺だより『いづみ』 

創刊３５０号に寄せて 

  

『いづみ』創刊３５０号にあ

たり、総代として大変喜ばし

く思います。 

この軌跡は、当山が今ここ

に至るまでの道のりであり、

菩提寺と檀信徒の歴史でも

あります。 

光研名誉住職、龍門住職、

並びに檀信徒皆様に心より

感謝を申し上げると共に、当

山の隆盛、並びに皆様のご

多幸を至心にお祈り申し上

げます。 
 

総代長 岩見 徹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎有紀先生 



中
国
洛
陽
滞
在
記 

役
僧 

井
上
弘
基 

夏
ま
つ
り
の
翌
日
（
七
月
十
四

日
）
、
私
は
光こ

う

研け
ん

名
誉
住
職
の
随
行

役
と
し
て
中
国
を
訪
問
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
岡
山
市
の
友
好
都
市
・
中

国
洛ら

く

陽よ
う

市
と
の
国
際
交
流
事
業
の
一

環
と
し
て
、
名
誉
住
職
も
副
会
長
を

勤
め
る
「
岡
山
市
日
中
友
好
協
会
」

が
主
催
さ
れ
た
も
の
で
す
。
併
せ
て

洛
陽
市
に
あ
る
中
国
最
古
の
名
刹

「
白は

く

馬ば

寺じ

」
様
と
当
山
長
泉
寺
の
仏

教
交
流
も
そ
の
目
的
の
一
つ
で
し
た
。 

思
え
ば
緊
迫
感
が
増
し
て
い
る
昨

今
の
世
界
情
勢
に
お
い
て
、
こ
の
よ

う
な
機
会
が
実
現
で
き
る
の
も
、
こ

れ
ま
で
長
年
に
わ
た
る
交
流
の
積
み

上
げ
が
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
で
し
ょ

う
。
随
行
役
を
勤
め
た
者
と
し
て
、

こ
の
四
泊
五
日
の
旅
が
日
中
友
好
の

懸
け
橋
の
一
端
を
担
う
事
を
願
い
、

稚
拙
な
が
ら
こ
こ
に
滞
在
記
を
残
し

た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 

出
発
初
日
、
岡
山
か
ら
洛
陽
へ
の

直
通
便
は
な
い
た
め
、
ま
ず
経
由
地

で
あ
る
上
海
へ
向
か
い
ま
し
た
。
空

港
か
ら
ホ
テ
ル
へ
と
移
動
す
る
バ
ス

の
車
窓
か
ら
は
、
理
路
整
然
と
立
ち

並
ぶ
超
高
層
ビ
ル
群
が
目
に
入
り
、

さ
す
が
中
国
を
代
表
す
る
大
都
市
、

規
模
が
桁
違
い
だ
な
と
感
じ
た
と
こ

ろ
で
す
。
た
だ
一
歩
路
地
へ
入
る
と

景
観
は
変
わ
り
、
日
本
人
に
は
危
機

感
す
ら
覚
え
る
土
気
色
の
街
並
み
が

所
狭
し
と
乱
立
し
て
い
ま
し
た
。
ま

さ
に
人
の
集
合
地
、
圧
巻
の
中
国
を

感
じ
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。 

翌
日
の
朝
、
パ
ン
と
り
ん
ご
、
ヨ

ー
グ
ル
ト
を
手
に
、
目
的
地
で
あ
る

洛
陽
へ
。
洛
陽
空
港
へ
飛
行
機
が
降

り
る
と
、
空
港
の
前
に
は
武
装
し
た

兵
士
が
構
え
て
お
り
、
日
本
で
は
な

か
な
か
味
わ
う
こ
と
の
な
い
緊
張
感

と
と
も
に
到
着
。 

昼
食
後
、
訪
問
団
一
行
は
名
誉
住

職
の
旧
友
、
方ほ

う

双そ
う

建け
ん

氏
の
案
内
で
世

界
文
化
遺
産
「

竜
り
ゅ
う

門も
ん

石せ
っ

窟く
つ

」
を
訪

問
し
ま
し
た
。
大
き
な
岩
肌
に
無
数

に
開
け
ら
れ
た
洞
窟
に
は
一
つ
一
つ

丁
寧
に
仏
様
の
お
姿
が
彫
ら
れ
、
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
が
作
ら
れ
た
時
代
が
違

う
そ
う
で
す
。
悠
久
の
歴
史
と
そ
の

迫
力
に
驚
く
ば
か
り
で
し
た
。
老
齢

を
迎
え
ら
れ
た
名
誉
住
職
は
、
場
所

に
よ
っ
て
は
車
椅
子
で
移
動
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
竜
門
石
窟

の
全
長
数
キ
ロ
の
道
の
り
は
ご
自
身

の
足
で
ゆ
っ
く
り
と
歩
か
れ
ま
し
た
。 

そ
の
日
の
夜
、
夕
食
歓
迎
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
洛
陽
市
長
も
忙
し

い
中
駈
け
つ
け
て
下
さ
り
、
我
々
の

訪
中
の
意
義
を
深
く
噛
み
し
め
て
い

た
だ
い
て
い
る
ご
様
子
で
、
「
乾
杯

（
カ
ン
ペ
ー
）
！
」
と
ご
発
声
。

我
々
も
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
岡
山

市
と
洛
陽
市
の
絆
を
表
現
し
た
「
日

中
友
好
の
う
た
」
（
作
詞
：
宮
本
光

研
、
作
曲
：
松
原
徹
）
を
披
露
い
た

し
ま
し
た
。 

洛
陽
二
日
目
も
非
常
に
文
化
交
流

に
充
実
し
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

ま
ず
は
「
隋
唐
大
運
河
文
化
博
物
館
」

で
悠
久
の
中
国
史
に
お
け
る
運
河
の

有
用
性
に
つ
い
て
解
説
を
受
け
ま
し

た
。
文
明
の
発
達
す
る
所
、
必
ず
河

川
有
り 

―
―
―
 

単
に
飲
み
水
の
確

保
だ
け
で
な
く
、
交
通
や
運
搬
の
面

に
お
い
て
非
常
に
有
用
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
な

お
、
同
館
は
入
場
無
料
で
す
が
完
全

光研名誉住職（左）と筆者（右）於：竜門石窟 
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予
約
制
と
な
っ
て
い
る
ほ
ど
に
訪
問

客
が
多
く
、
こ
の
日
も
大
変
な
賑
わ

い
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。 

次
に
訪
れ
た
の
は
「
洛ら

く

阳よ
う

万
里
茶

道
博
物
館
」
で
す
。
こ
こ
で
は
琴
な

ど
の
弦
楽
器
の
演
奏
や
お
茶
の
接
待

を
受
け
ま
し
た
。
続
い
て
、
長
泉
寺

観
音
堂
内
の
壁
画
を
手
が
け
た
王お

う

綉
し
ゅ
う

先
生
の
牡ぼ

丹た
ん

展
を
観
覧
。
展
示

さ
れ
て
い
た
貴
重
な
重
要
文
化
財
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
数
々
に
は
目
を
奪
わ

れ
ま
し
た
。 

そ
の
日
の
午
後
、
目
的
の
白
馬
寺

様
を
参
拝
し
ま
し
た
。
同
寺
管
長
の

印い
ん

樂ら
く

猊
下
と
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て

交
流
を
深
め
て
お
り
、
檀
信
徒
皆
様

の
年
忌
法
事
を
勤
め
て
い
る
「
玉

ぎ
ょ
く

佛ぶ
つ

堂ど
う

」
前
の
石
碑
書
も
、
印
樂
猊
下

に
よ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
玉
佛
堂

の
ご
本
尊
は
白
馬
寺
様
よ
り
請
来
さ

れ
た
「

玉
ぎ
ょ
く

佛ぶ
つ

釈し
ゃ

迦か

牟む

尼に

如に
ょ

来ら
い

像ぞ
う

」

で
す
。 

名
誉
住
職
が
お
土
産
の
『
大だ

い

日に
ち

経
き
ょ
う

疏し
ょ

』
や
根ね

来ご
ろ

塗ぬ
り

経
き
ょ
う

箱ば
こ

を
奉
納
さ

れ
る
と
、
印
樂
猊
下
は
非
常
に
お
喜

び
に
な
り
、
そ
の
場
に
お
い
て
「
歓か

ん

喜き

地ち

」
の
書
を
し
た
た
め
て
下
さ
い

ま
し
た
。
夜
は
中
国
洛
陽
の
伝
統
名

宴
「
水す

い

席せ
き

料
理
」
を
い
た
だ
く
と
と

も
に
、
応
天
門
の
夜
景
を
間
近
で
堪

能
し
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。
大
変
慌

た
だ
し
く
は
あ
っ
た
も
の
の
、
歴
史

と
文
化
を
肌
で
感
じ
る
有
意
義
な
時

間
と
な
り
ま
し
た
。 

洛
陽
で
過
ご
す
最
後
の
日
は
「
隋

唐
洛
陽
城
定て

い

鼎て
い

門も
ん

遺
跡
」
を
見
学
し

た
後
、
五
十
年
余
に
わ
た
っ
て
岡

山
洛
陽
の
国
際
民
間
交
流
に
多
大

な
る
ご
尽
力
を
さ
れ
て
き
た
松ま

つ

井い

三さ
ん

平ぺ
い

氏
へ
の
「
洛
陽
市
栄
誉
市
民

授
与
式
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。
松

井
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
功
績
を
洛

陽
市
長
よ
り
直
々
に
称
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
と
な
り
、
大
変
喜
ば
し
く

特
別
な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。 

以
上
で
全
て
の
旅
程
が
滞
り
な

く
完
了
、
と
思
い
き
や
、
最
後
に

洛
陽
か
ら
上
海
へ
の
フ
ラ
イ
ト
が

荒
天
の
た
め
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
る
と

い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
に
見
舞
わ
れ
ま
し

た
。
一
時
は
帰
国
も
危
ぶ
ま
れ
ま
し

た
が
、
松
井
氏
と
洛
陽
市
長
の
取
り

計
ら
い
に
よ
り
急
遽
新
幹
線
で
大
陸

を
六
時
間
弱
か
け
て
横
断
す
る
と
い

う
運
び
と
な
り
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て

無
事
に
上
海
か
ら
岡
山
へ
と
戻
っ
て

く
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

初
め
て
訪
れ
た
中
国
で
し
た
が
、

目
に
映
る
も
の
全
て
が
新
鮮
で
、
私

に
と
っ
て
は
非
常
に
貴
重
な
経
験
と

な
っ
た
旅
と
な
り
ま
し
た
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

洛陽万里茶道博物館 

白馬寺山門 
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神
仏
習
合
① 

 
 今

回
よ
り
複
数
回
に
分
け
、
「
神し

ん

仏ぶ
つ

習
し
ゅ
う

合ご
う

」
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

現
在
、
お
寺
と
神
社
は
別
々
に
分

か
れ
、
仏
教
と
神
道
も
別
々
の
宗
教

と
い
う
扱
い
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

我
が
国
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
仏
教
が
伝
来
し
て
か
ら
明
治
初

期
の
神
仏
分
離
政
策
に
至
る
ま
で
の

約
一
、
三
〇
〇
年
間
、
神
も
仏
も
一

緒
に
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

意
外
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

我
が
国
は
神
仏
習
合
の
時
代
の
方
が

圧
倒
的
に
長
く
、
現
在
の
よ
う
に
お

寺
と
神
社
が
分
か
れ
た
状
態
の
方
が

稀
な
時
代
な
の
で
す
。 

で
は
、
「
神
仏
習
合
」
と
は
一
体

ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

仏
教
と
神
道
の
歴
史
を
振
り
返
り
な

が
ら
、
我
が
国
特
有
の
神
仏
習
合
を

紐
解
い
て
い
き
、
併
せ
て
現
代
に
も

つ
な
が
る
私
た
ち
日
本
人
の
宗
教
性

に
つ
い
て
も
掘
り
下
げ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。 

仏
教
の
誕
生
と
伝
来 

そ
も
そ
も
仏
教
と
は
、
紀
元
前
四

五
〇
年
ご
ろ
に
現
在
の
イ
ン
ド
に
お

い
て
、
釈し

ゃ

迦か

国こ
く

の
王
子
で
あ
っ
た
ゴ

ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
（
以
下
、

「
釈

し
ゃ
く

尊そ
ん

」
）
と
い
う
人
が
佛
陀
（
悟

っ
た
者
）
と
な
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
始

ま
り
ま
す
。 

ご
出
家
、
ご
修
行
を
さ
れ
、
三
十

五
歳
で
悟
ら
れ
た
（
＝

成
じ
ょ
う

道ど
う

）
釈

尊
は
、
イ
ン
ド
各
地
を
説
法
し
な
が

ら
行
脚
さ
れ
ま
す
（
＝
転て

ん

法ぽ
う

輪り
ん

）
。

そ
の
過
程
で
弟
子
が
ど
ん
ど
ん
増
え

て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
弟
子
た
ち

は
釈
尊
の
涅
槃
後
、
そ
の
教
え
（
法

＝
ダ
ル
マ
）
を
文
字
に
残
す
こ
と
に

し
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
お
経
」
で
す
。 

お
経
は
弟
子
た
ち
（
＝
僧
伽

さ

ん

が

）
に

よ
っ
て
数
多
く
書
き
残
さ
れ
、
さ
ら

に
は
そ
の
解
釈
や
修
行
の
実
践
に
つ

い
て
の
研
究
も
進
み
ま
し
た
。
そ
う

す
る
と
、
そ
の
内
容
に
少
し
ず
つ
違

い
が
生
ま
れ
て
い
き
、
弟
子
た
ち
は

や
が
て
部
派
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
後
に
ス
リ

ラ
ン
カ
や
タ
イ
と
い
っ
た
東
南
ア
ジ

ア
へ
伝
わ
る
「

上
じ
ょ
う

座ざ

部ぶ

仏
教
（
南な

ん

伝で
ん

仏
教
）
」
と
、
北
方
、
即
ち
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
を
経
由
し
て
中
国
へ
と
伝

わ
る
「
大だ

い

乗
じ
ょ
う

仏
教
（
北ほ

く

伝で
ん

仏
教
）
」

に
大
き
く
分
か
れ
ま
し
た
。 

中
国
へ
渡
っ
た
大
乗
仏
教
は
、
儒

教
や
道
教
な
ど
の
影
響
を
受
け
な
が

ら
も
進
化
を
続
け
、
そ
の
内
容
を
さ

ら
に
洗
練
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

れ
が
間
も
な
く
朝
鮮
半
島
を
経
由
し

て
、
日
本
へ
と
入
っ
て
く
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。 

仏
教
が
公
的
に
日
本
へ
入
っ
て
来

た
（
仏ぶ

っ

教
き
ょ
う

公こ
う

伝で
ん

）
の
は
、
五
三
八

年
説
（
『
元が

ん

興ご
う

寺じ

伽が

藍ら
ん

縁え
ん

起ぎ

』
）
と
五

五
二
年
説
（『
日
本
書
紀
』
）
の
二
説

が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
今

か
ら
約
一
、
五
〇
〇
年
前
、
仏
教
誕

生
か
ら
は
約
一
、
〇
〇
〇
年
後
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 日
本
に
お
け
る
仏
教
の
受
容 

日
本
へ
入
っ
て
き
た
仏
教
は
当
初
、

「

蕃

神

あ
だ
し
く
に
の
か
み

」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

「
仏
」
と
い
う
よ
り
も
「
他
国
の
神
」

と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
す
。 

そ
こ
で
、
他
国
か
ら
や
っ
て
き
た

神
様
を
ど
う
扱
っ
た
ら
良
い
の
か
？

と
い
う
論
争
が
巻
き
起
こ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
や
が
て
、
受
容
す
べ
き
と
い

う
「
崇
仏
派
」
の
曽そ

我が

氏
、
排
除
す

べ
き
と
い
う
「
排
仏
派
」
の
物も

の

部の
べ

氏

が
激
し
く
対
立
し
、
「
丁て

い

未び

の
乱
」

（
五
八
七
年
）
へ
と
発
展
し
ま
す
。 

大
和
国
か
ら
河
内
国
を
舞
台
に
し

た
激
闘
は
、
数
百
名
も
の
死
者
を
出

し
ま
し
た
。
軍
事
に
長
け
た
物
部
軍

勢
に
対
し
、
曽
我
氏
側
の

厩
う
ま
や

戸ど
の

皇お
う

コ
ラ
ム 



子じ

（
聖
徳
太
子
）
は
、
仏
に
祈
る
し

か
な
い
と
戦
勝
祈
願
を
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
が
実
っ
て
か
、
結
果
は
曽
我
氏

側
の
勝
利
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
聖
徳
太
子
ら
崇
仏
派
は
、

仏
教
を
た
だ
受
容
す
る
だ
け
に
留
ま

り
ま
せ
ん
。
我
が
国
最
初
の
憲
法

「
十
七
条
憲
法
」
に
「
篤
く
三さ

ん

宝ぼ
う

（
仏
・
法
・
僧
）
を
敬
え
」
と
書
き

込
む
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
そ
れ
は

「
受
容
」
を
超
え
て
国
家
創
り
の
中

心
に
仏
教
を
据
え
た
と
言
っ
た
方
が

適
切
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ

崇
仏
派
は
他
国
の
神
を
そ
こ
ま
で
歓

迎
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 日
本
元
来
の
カ
ミ
（神
） 

そ
れ
は
、
我
が
国
に
元
来
い
ら
っ

し
ゃ
る
神
様
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
現
在
の
神
道
は
、
伊

勢
神
宮
を
中
心
に
全
国
各
地
に
大
小

様
々
な
神
社
を
持
ち
、
巨
大
な
宗
教

組
織
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
が
、

仏
教
公
伝
時
の
神
道
は
そ
れ
と
全
く

違
い
ま
す
。 

ち
な
み
に
神
道
の
根
拠
と
な
っ
て

い
る
『
古
事
記
』
は
和
銅
五
年
（
七

一
二
）、『
日
本
書
紀
』
は
養
老
四
年

（
七
二
〇
年
）
に
成
立
し
て
お
り
、

仏
教
公
伝
よ
り
一
五
〇
年
以
上
も
後

に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

仏
教
の
伝
来
以
前
、
縄
文
、
弥
生
、

古
墳
時
代
に
か
け
て
、
我
が
国
は
稲

作
文
化
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
そ

れ
に
伴
い
ム
ラ
（
村
）
か
ら
ク
ニ

（
国
）
へ
と
共
同
体
も
大
き
く
な
り
、

併
せ
て
死
者
の
弔
い
や
祖
霊
崇
拝
、

さ
ら
に
は
人
間
の
力
が
及
ば
な
い
自

然
、
即
ち
「
カ
ミ
（
神
）
」
へ
の
信

仰
も
醸
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

し
か
し
、
カ
ミ
へ
の
信
仰
が
培
わ

れ
つ
つ
も
教
義
や
組
織
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
籬

ひ
も
ろ
ぎ

（
樹
木
）

や
磐
座

い
わ
く
ら

を
中
心
に
、
天
の
神
や
地
の

神
に
対
し
て
稲
作
の
無
事
を
祈
る
と

い
う
原
始
的
な
形
、
純
粋
な
る
神じ

ん

祇ぎ

信
仰
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
す

（
神
道
で
は
そ
れ
を
「
古こ

神し
ん

道と
う

」
と

呼
び
ま
す
）。 

 飛
鳥
・奈
良
時
代
の
仏
教
の
展
開 

大
陸
か
ら
は
る
ば
る
や
っ
て
き
た

仏
教
は
、
言
わ
ば
宗
教
的
に
無
防
備

だ
っ
た
我
が
国
に
絶
大
な
イ
ン
パ
ク

ト
を
与
え
ま
し
た
。
そ
の
洗
練
さ
れ

た
教
義
や
仏
像
類
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
政
治
思
想
や
文
化
に
い
た
る
ま

で
、
「
国
家
観
の
一
大
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」

と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
膨
大
な
内
容

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
太
子
ら
崇
仏
派
に
よ
る

仏
教
の
受
容
は
、
仏
を
信
仰
す
る
と

い
う
こ
と
を
超
え
て
、
仏
教
に
基
づ

く
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
国
家
観
を

我
が
国
へ
導
入
し
た
、
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
の
で
す
。 

そ
し
て
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
太

子
と
同
じ
く
仏
教
に
深
く
帰
依
さ
れ

た

聖
し
ょ
う

武む

天
皇
が
、
国
分
寺
・
国
分

尼
寺
建
立
の

詔
み
こ
と
の
り

（
天
平
十
三

年
・
七
四
一
）
を
出
さ
れ
、
さ
ら
に

は
東
大
寺
廬る

舎し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

開か
い

眼げ
ん

法ほ
う

会え

（
天

平
勝
宝
四
年
・
七
五
二
）
を
開
か
れ

る
な
ど
、
仏
教
は
国
家
政
策
と
し
て

大
き
く
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

一
方
で
そ
の
間
、
日
本
古
来
の
カ

ミ
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
言
う
と
、

決
し
て
仏
教
に
排
除
さ
れ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
仏

と
と
も
に
存
在
し
、
後
に
全
盛
を
迎

え
る
神
仏
習
合
へ
の
種
火
を
静
か
に

灯
し
続
け
る
の
で
し
た
。 

 

（
次
号
へ
と
続
く
） 

 

聖徳太子像 

奈良国立博物館蔵 

吉備の中山にある「元宮磐座」 

（古代祭祀が行われていたとされる） 



                         

                         

   

    

                   

             

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 

将 棋 ク ラ ブ 
  

毎月一回 客殿で開催中  
参加無料 

 
■76回目 

9 月29 日（日） 13：30－16：00 
 

■77回目 

10月26日（土） 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。 

長泉寺 南方          

11 月1 日（金）19：00～20：30 於 長泉寺本堂 

 参加無料・要事前予約  TEL：086-223-7450 
   参加ご希望のお方は、事前にお電話でお申込み下さい。 

 「軍師黒田官兵衛 －備中高松城の水攻めー」  

講師：朝森 要 先生 方谷研究会会長 

 

永
代
供
養
「
樂
陽
廟
」
合
同
追
悼
法
会 

春 

秋 

祭 
月 

 
 

日
（
木
）  

時
～
於 

玉
佛
堂 

 

ご
縁
の
あ
る
御
方
に
は
、
お
繰
り
合
わ
せ
ご
参
拝
下
さ
い
。 

◇◆◇◆◇◆◇◆ 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 ◇◆◇◆◇◆ 

 

霜月大師ご縁日 
９:００ 大師縁日法会 

１１:００  安らぎの塔 

平和祈願法会 

併修「長泉寺文化祭」 

薬園山長泉寺 

YouTube チャンネル 
ができました 

 
開設したばかりなのでまだ動

画は少ないですが、今後様々

にアップロードしていければと

考えております。 

右 QR コードを読み取ってい

ただくと御覧いただけますの

で、ぜひ一度ご覧ください。 

11 

21 

10 


