
                         
 

現
在
、
日
本
人
の
ほ
と
ん
ど
が

「
無
宗
教
」
だ
と
感
じ
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。
信
仰
に
関
す
る
各
種

の
調
査
を
見
て
も
、
少
な
く
と
も

半
数
以
上
の
日
本
人
が
無
宗
教
を

自
認
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は

時
に
「
宗
教
離
れ
」
だ
と

揶
揄
さ
れ
る
の
だ
が
、
し

か
し
そ
の
内
実
は
ど
う
な

の
だ
ろ
う
か
？  

 
 そ

も
そ
も
「
宗
教
」
と

は
明
治
期
に
で
き
た
言
葉

で
あ
る
。
西
洋
文
明
と
と

も
に
「R

e
lig

io
n

」
と
い

う
概
念
が
入
っ
て
き
て
、

そ
の
和
訳
が
「
宗
教
」
と

な

っ

た

。

仏

教

語

の

「
宗
」
と
「
教
」
を
く
っ

つ
け
た
そ
う
だ
。
こ
れ
は

当
然
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
一
神

教
を
意
識
し
た
訳
語
で
も
あ
る
。 

 

明
治
三
十
三
年
、
明
治
政
府
は

内
務
省
の
社
寺
局
を
廃
し
て
、
神

社
局
と
宗
教
局
を
設
置
。
か
つ
て

「
仏
門
」
や
「
仏
道
」
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
た
仏
教
は
、
キ
リ
ス
ト

教
と
共
に
宗
教
局
の
管
轄
下
と
な

り
、
概
ね
こ
の
頃
よ
り
仏
教
は

「
仏
教
」
と
呼
称
さ
れ
始
め
た
。

近
世
ま
で
の
仏
教
は
、
当
然
な
が

ら
宗
教
と
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

「
宗
教
」
と
い
う
概
念
自

体
が
無
い
の
で
あ
る
。 

 

他
方
で
「
神
道
」
は
神

社
局
に
属
し
、
「
宗
教
」

と
は
別
扱
い
と
な
っ
た
。

今
で
こ
そ
神
社
本
庁
は
宗

教
団
体
と
な
っ
て
は
い
る

が
、
神
道
は
今
日
も
「
神

教
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
。 

 
 さ

て
、
国
民
は
本
当
に

無
宗
教
な
の
だ
ろ
う
か
？

そ
も
そ
も
仏
教
や
神
道
が

「
宗
教
（
＝R

e
lig

io
n

）

で
は
無
い
」
と
い
う
方
が
的
確
で

は
な
い
か
？
「
宗
教
」
で
は
無
い

が
、
神
仏
へ
の
信
仰
が
あ
り
、
そ

う
い
う
精
神
文
化
を
現
代
も
生
き

て
い
る ―

―
―

 
日
本
と
は
、
多
分

に
そ
う
い
う
国
で
あ
ろ
う
。（
龍
） 
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ひ と も し 

清々しい新年を迎え 一年の安寧を祈る 

初薬師 大般若法会 
 令和7年 正月八日（水）  9時より 於：長泉寺本堂 

  9時～  写経書初め／ご挨拶／ご詠歌奉納 
10時～ 奉修「大般若波羅蜜多経転読法会」  
11時～ 清興「雅楽奉納」 小坂俊郎さん、他 

 詳しくは、別紙ご案内用紙をご覧いただき、どうぞお繰り合わせご参拝下さい。 
各家、各人の一年をお守りする「祈願札」のお申込みは、法会前日（1/7）までにお願いします。 

 



霜
月
大
師
ご
縁
日 

春
秋
祭
・
文
化
祭 

十
一
月
二
十
一
日
、
毎
月
恒
例
の

「
大
師
縁
日
法
会
」
を
奉
修
す
る

と
と
も
に
、
永
代
供
養
「
樂ら

く

陽よ
う

廟
び
ょ
う

」

の
合
同
慰
霊
供
「
春

し
ゅ
ん

秋
じ
ゅ
う

祭さ
い

」
、
戦

没
者
精
霊
供
養
「
安
ら
ぎ
の
塔 

平

和
祈
願
祭
」
を
併
修
し
、
さ
ら
に

は
本
堂
に
お
い
て
当
山
「
書
の
会
」

と
「
御お

室む
ろ

流
華
道
教
室
」
に
よ
る

「
文
化
祭
」
を
開
催
し
ま
し
た
。 

天
候
も
よ
く
多
く
の
方
に
お
参
り

い
た
だ
き
、
に
ぎ
や
か
な
一
日
と

な
り
ま
し
た
。
関
係
者
皆
様
に
は

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

寺
子
屋
文
化
講
座 

 

当
山
檀
徒
で
あ
り
、
岡
山
県
・

市
よ
り
文
化
奨
励
賞
を
受
賞
さ
れ

て
い
る
郷
土
史
家
・
朝あ

さ

森も
り

要
か
な
め

先
生

を
お
招
き
し
、
十
一
月
一
日
「
第

四
十
八
回
寺
子
屋
文
化
講
座
」
を

開
催
し
ま
し
た
。 

今
回
は
、
「
黒
田
官
兵
衛
と
備
中

高
松
城
の
水
攻
め
」
と
題
し
、
室

町
期
に
西
日
本
最
大
の
繁
華
街
と

も
呼
ば
れ
た
備
前
福
岡
と
の
縁
が

あ
り
、
姫
路
城
主
か
ら
福
岡
城
主

と
な
っ
た
黒
田
家
と
、
そ
の
中
で

も
秀
吉
に
付
き
天
才
軍
師
と
呼
ば

れ
た
黒
田
孝よ

し

高た
か

（
官
兵
衛
）
に
つ

い
て
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ご
詠
歌
巡
礼 

 

御ご

詠え
い

歌か

会
は
、
「
ご
詠
歌
巡
礼
」

を
継
続
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。 

十
月
十
六
日
は
、
源
平
合
戦
の

那な

須す
の

与よ

一い
ち

伝
承
が
あ
る
真
言
宗
御お

室む
ろ

派
準
別
格
本
山
・
寳ほ

う

嶋と
う

寺じ

様(

倉

敷
市
連
島)

へ
。
寛
政
十
年
建
造
の

本
堂
で
本
尊
十
一
面
観
音
様
に
御

詠
歌
を
奉
納
し
た
後
、
釈

し
ゃ
く

子し

融ゆ
う

元げ
ん

御
住
職
よ
り
江
戸
中
期
に
同
寺
住

職
を
勤
め
た
寂

じ
ゃ
く

厳ご
ん

和
上
に
つ
い
て

詳
し
く
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ま
た
同
日
、
倉
敷
市
笹
沖
の
足あ

し

高た
か

神
社
も
お
参
り
し
ま
し
た
。 

十
一
月
十
九
日
は
、
か
つ
て
備
前

国
の
国
府
が
置
か
れ
て
い
た
と
さ

れ
る
現
岡
山
市
中
区
周
辺
へ
出
向

き
、
同
地
に
あ
る
備
前
国
総
社
宮

や
天
台
宗

浄
じ
ょ
う

土ど

寺じ

様
（
中
区
湯

迫
）
、
さ
ら
に
は
同
寺
に
隣
接
す
る

日
吉

ひ

よ

し

神
社
、
そ
の
近
く
の
大
神

お

お

が

神

社
（
中
区
四
御
神
）
、
頭ず

高こ
う

山
観
音

堂
（
中
区
土
田
）
を
参
拝
し
、
ご

詠
歌
を
奉
納
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

龍
門
住
職
の
出
前
講
座 

当
山
檀
徒
の
伊い

山や
ま

義よ
し

晴は
る

氏(

北
区

佐
山)

が
会
長
を
勤
め
る
岡
山
県
難

病
団
体
連
絡
協
議
会
が
主
催
し
た

「
難
病
フ
ォ
ー
ラ
ムin

岡
山2024

冬
」
が
十
二
月
一
日
、
き
ら
め
き

プ
ラ
ザ(

北
区
南
方)

で
開
か
れ
、

龍
り
ゅ
う

門も
ん

住
職
が
講
演
し
ま
し
た
。 

真
言
宗
の
教
え
で
も
あ
る
「
実

の
如
く
自
心
を
知
る
」
を
演
題
に

約
一
時
間
、
難
病
患
者
や
そ
の
家

族
、
支
援
者
ら
約
三
十
名
に
対
し

て
「
自
分
と
い
う
も
の
の
本
質
を

知
り
、
他
者
と
の
関
係
性
を
大
切

に
し
て
、
幸
せ
に
生
き
て
い
き
ま

し
ょ
う
。」
と
話
し
ま
し
た
。 

朝森 要 先生 



訃
報 

金
田
勉
総
代
ご
逝
去 

贈 
法
仁
院
歩
辿
勉
斎
居
士 

位 
当
山
檀
信
徒
総
代
・
金か

な

田だ

勉
つ
と
む

氏

が
十
月
十
九
日
、
享
年
七
十
六
歳

で
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に

哀
悼
の
誠
を
捧
げ
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
金
田
氏
よ
り
い
た
だ
い

た
ご
厚
情
に
対
し
、
深
く
感
謝
を

申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。 

故
金
田
勉
氏
は
、
文
光
堂
印
刷

株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
を
勤

め
ら
れ
る
中
、
平
成
二
十
四
年
に

当
山
会
計
監
査
役
に
就
任
さ
れ
、

平
成
二
十
八
年
よ
り
現
在
ま
で
は

当
山
檀
信
徒
総
代
を
お
勤
め
下
さ

い
ま
し
た
。 

企
業
経
営
で
培
っ
た
知
識
と
経
験

を
も
と
に
、
檀
信
徒
を
代
表
し
て

当
山
法
人
運
営
を
支
え
、
各
種
の

記
念
事
業
に
も
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
ご
本
人
も
よ
く
出
か
け

ら
れ
た
巡
礼
で
は
、
檀
信
徒
を
先

導
す
る
「
長
泉
寺
杖

じ
ょ
う

心し
ん

会か
い

」
の
会

長
を
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
他

に
平
成
二
十
一
年
開
山
五
百
周
年

奉
讃
会
、
平
成
三
十
一
年
本
堂
修

繕
奉
讃
会
等
の
役
員
を
歴
任
。
住

職
を
よ
く
助
け
、
お
寺
の
発
展
に

寄
与
さ
れ
ま
し
た
。 

人
の
和
を
楽
し
み
、
実
に
多
く

の
仲
間
に
囲
ま
れ
た
ご
生
涯
で
し

た
。
若
い
と
き
は
岡
山
青
年
会
議

所
（
岡
山
Ｊ
Ｃ
）
、
熟
年
を
迎
え
て

は
遍
路
仲
間
や
ラ
ン
ニ
ン
グ
仲
間
、

ま
た
ご
自
身
が
会
長
を
勤
め
た
武

蔵
野
美
術
大
学
岡
山
Ｏ
Ｂ
会
で
交

友
を
深
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

何
よ
り
よ
く
仲
間
と
お
酒
を
飲
ま

れ
ま
し
た
。
お
寺
に
も
金
田
さ
ん

と
の
楽
し
い
思
い
出
が
い
っ
ぱ
い

で
す
。 

ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
、
御
仏
の

浄
土
よ
り
お
見
守
り
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 

合 

掌 

新
総
代
に
田
口
茂
氏 

こ
の
度
、
こ
れ
ま
で
会
計
監
査

役
を
お
勤
め
い
た
だ
い
て
い
た
田た

口ぐ
ち

茂
し
げ
る

氏
（
岡
山
市
北
区
平
田
）
が
、

当
山
檀
信
徒
総
代
に
ご
就
任
さ
れ

ま
し
た
。 

田
口
氏
は
、
大
型
の
公
共
施
設
、

総
合
病
院
な
ど
に
お
け
る
給
排

水
・
空
調
・
そ
の
他
各
種
設
備
を

施
工
す
る
五ご

洋よ
う

工こ
う

業
ぎ
ょ
う

株
式
会
社

（
岡
山
市
北
区
新
屋
敷
町
）
で
取

締
役
会
長
を
お
勤
め
さ
れ
て
お
り
、

企
業
経
営
の
経
験
豊
か
な
御
方
で

あ
り
ま
す
。
大
変
心
強
い
仲
間
が

増
え
、
住
職
、
総
代
会
メ
ン
バ
ー

と
も
に
喜
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

檀
信
徒
皆
様
に
も
、
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
会
だ
よ
り 

能
登
地
震
被
災
地
救
援
募
金 

 
 
 

三
二
、
五
八
六
円 

五
月
末
日
～
十
二
月
六
日 

佐
藤
恭
子  

白
神
美
保  

光
岡
香
里  

内
藤

巧  

湯
浅
章
夫  

中
村
久
美
子  

冨
田
英
行 

原
田
清
子  

伊
藤
圭
子  

森
定
奈
都
実  

佐

山
由
美
子  

片
岡
陽
平  

山
田
紀
香  

原
真

由
美  

原
千
晶  

新
和
子  

長
江
志
満
子  

谷

口
悦
朗  

藤
本
佳
久  

           

※
敬
称
略 

い
た
だ
い
た
浄
財
は
Ｒ
Ｎ
Ｎ
人

道
援
助
宗
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
通
じ
て
、
Ａ
Ｍ
Ｄ
Ａ
に
寄
託

さ
れ
ま
す
。
ご
協
力
を
有
り
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

      

合 

掌 
 ナ

ー
ガ
初
の
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ 

合
唱
団
ナ
ー
ガ
は
今
月
、
お
寺

の
各
種
事
業
で
用
い
る
た
め
、
音

楽
活
動
が
盛
ん
な
臨
済
宗
蔭い

ん

凉
り
ょ
う

寺じ

様
（
北
区
中
央
町
）
で
初
の
レ
コ

ー
デ
ィ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。 

緊
張
も
し
ま
し
た
が
、
団
員
に

と
っ
て
大
変
貴
重
か
つ
素
晴
ら
し

い
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
団
員
皆

様
に
は
お
疲
れ
様
で
し
た
。 



日
本
清
酒
の
源
流
を
訪
ね
る
旅 

河
内
国
大
和
国
寺
社
巡
礼 

十
一
月
十
六
～
十
七
日
、
当
山

杖
じ
ょ
う

心し
ん

会か
い

は
、
表
題
の
巡
礼
を
奉
修

し
ま
し
た
（
参
加
二
十
三
名
）。 

 

今
回
の
旅
は
、
我
が
国
に
古
く

よ
り
続
く
「
神し

ん

仏ぶ
つ

習
し
ゅ
う

合ご
う

」
に
関
連

し
て
「
日
本
酒
」
、
「
清
酒
」
の
ル

ー
ツ
を
訪
ね
る
こ
と
を
目
的
に
、

大
阪
府
河
内
長
野
市
の
天あ

ま

野の

山さ
ん

金こ
ん

剛ご
う

寺じ

様
、
さ
ら
に
は
奈
良
県
奈
良

市
の
菩ぼ

提だ
い

山さ
ん

正
し
ょ
う

暦
り
ゃ
く

寺じ

様
、
桜
井

市
の
大お

お

神み
わ

神じ
ん

社じ
ゃ

様
な
ど
を
参
拝
し

ま
し
た
。 

真
言
宗
御お

室む
ろ

派
の
大
本
山
で
あ

る
天
野
山
金
剛
寺
は
、
昭
和
初
期

に
当
山
長
泉
寺
の
第
二
十
世
住

職
・

泉
い
ず
み

（
旧
姓
）
光こ

う

俊
し
ゅ
ん

師
（
昭

和
三
十
二
年
逝
去
）
が
入
寺
し
た

法
縁
深
い
寺
院
で
す
。
光
俊
師
は
、

当
時
の
天
野
山
座ざ

主す

（
住
職
）
・
曽そ

我が

部べ

俊
し
ゅ
ん

雄の
う

師
（
金
剛
流
御
詠
歌
流

祖
）
の
後
嗣
と
し
て
曽
我
部
姓
を

継
承
さ
れ
、
後
に
同
山
第
七
十
七

世
座
主
と
な
ら
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
同
山
前
座
主
で
総
本
山

仁に
ん

和な

寺じ

第
四
十
七
世
門も

ん

跡ぜ
き

を
勤
め

ら
れ
た
堀ほ

り

智ち

範は
ん

猊
下
（
平
成
二
十

六
年
逝
去
）
に
は
、
長
泉
寺
開
山

五
百
周
年
大
法
会
（
平
成
二
十
一

年
）
に
お
い
て
御
導
師
を
お
勤
め

賜
り
ま
し
た
。 

 

金
剛
寺
は
、
南
北
朝
時
代
の
武

将
楠く

す

木の
き

正ま
さ

成し
げ

に
ゆ
か
り
が
あ
り
、

南
朝
の
行あ

ん

宮ぐ
う

（
天
皇
の
仮
住
居
）

が
置
か
れ
る
な
ど
、
歴
史
的
に
政

治
の
重
要
拠
点
で
も
あ
り
ま
し
た
。

加
え
て
鎌
倉
期
よ
り
僧
坊
酒
「
天あ

ま

野の

」
と
い
う
澄す

み

酒ざ
け

が
造
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
太
閤
秀
吉
が
愛
飲
す

る
な
ど
時
の
武
将
た
ち
に
大
変
な

人
気
を
博
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。 

同
山
境
内
に
そ
び
え
る
多
宝
塔

（
重
文
）
は
平
安
期
の
も
の
で
、

大
阪
府
下
最
古
の
木
造
建
造
物
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
に
も
現
存

最
古
の
写
本
『
延え

ん

喜ぎ

式し
き

神じ
ん

名め
い

帳
ち
ょ
う

』

（
国
宝
）
や
、『
六
曲
屏
風 

紙
本
著

色
日じ

つ

月げ
つ

四し

季き

山さ
ん

水す
い

図ず

』
（
国
宝
）
な

ど
、
数
多
く
の
文
化
財
が
保
存
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
は
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

や
根ね

来ご
ろ

な
ど
、
戦
国
期
に
焼
き
討
ち
に
合

う
寺
院
が
多
い
中
で
、
「
天
野
が
飲

め
な
く
な
る
と
困
る
」
と
い
う
理

由
で
戦
火
を
す
べ
て
免
れ
た
か
ら

で
し
た
。 

杖
心
会
一
行
は
、
金
剛
寺
到
着

後
ま
ず
は
先
師
霊
廟
へ
お
墓
参
り

を
し
、
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経
ぎ
ょ
う

、
並
び
に
ご
詠

歌
を
奉
納
。
続
い
て
本
尊
大だ

い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

・
不ふ

動ど
う

明
み
ょ
う

王お
う

・
降ご

う

三ざ
ん

世ぜ

明
王

（
い
ず
れ
も
国
宝
）
を
祀
る
金こ

ん

堂ど
う

（
重
文
・
鎌
倉
期
）
で
ご
法
楽
を

捧
げ
、
堀
智ち

真し
ん

座
主
様
よ
り
ご
法

話
を
賜
り
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
天
野
酒
製
造
元
の

「
西さ

い

條
じ
ょ
う

合
資
会
社
」
で
昼
食
、
並

び
に
酒
蔵
見
学
。
そ
の
日
の
夕
方

に
は
奈
良
市
内
へ
移
動
し
、
夜
は

楽
し
い
親
睦
会
を
持
ち
ま
し
た
。 

翌
日
は
早
朝
よ
り
東
大
寺
（
今

回
は
特
別
な
許
可
を
い
た
だ
い
て

天野山金剛寺仁王門 堀智真座主様と 

天野山金剛寺多宝塔 

天野山金剛寺先師霊廟でのご詠歌奉納 



真
言
院
様
も
内
拝
）
、
興
福
寺

こ

う

ふ
く

じ

を
参

拝
し
た
後
、
今
旅
の
目
的
の
一
つ

で
あ
る
菩
提
山
正
暦
寺
へ
参
り
ま

し
た
。 

 

菩
提
山
真
言
宗
の
大
本
山
で
あ

る
正
暦
寺
は
、
「
日
本
清
酒
発
祥
の

地
」
と
し
て
知
ら
れ
る
寺
院
で
す
。 

神
仏
習
合
が
深
ま
っ
た
室
町
期
、

同
山
僧
侶
は
山
内
に
祀
ら
れ
る
神

や
天
部
に
供
え
る
た
め
、
「
菩ぼ

提だ
い

泉せ
ん

」

と
い
う
清
酒
を
醸
造
し
ま
し
た
。

同
酒
は
、
「
菩ぼ

提だ
い

酛も
と

」
と
呼
ば
れ
る

醸
造
法
で
、
現
在
の
日
本
酒
造
り

の
原
点
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

岡
山
の
人
は
「
菩
提
酛
」
の
名

を
し
ば
し
ば
聞
く
こ
と
が
あ
る
か

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
真
庭
市

勝
山
に
あ
る
辻
本
店
（
「
御
前
酒
」

で
有
名
）
様
が
菩
提
酛
で
お
酒
造

り
を
さ
れ
て
い
る
た
め
で
し
ょ
う
。

現
在
、
奈
良
に
お
い
て
も
現
地
の

各
蔵
元
が
力
を
合
わ
せ
、
か
つ
て

の
造
り
方
と
同
様
の
醸
造
法
で
菩

提
泉
を
復
刻
し
て
い
ま
す
。 

 

一
行
は
正
暦
寺
塔た

っ

頭
ち
ゅ
う

の
福ふ

く

寿じ
ゅ

院い
ん

客
殿
で
同
山
大
原
弘こ

う

煕き

執
行
長
様

よ
り
お
寺
の
歴
史
と
菩
提
泉
に
つ

い
て
お
話
を
賜
っ
た
後
、
本
堂
前

で
ご
法
楽
を
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
紅
葉
に
染
ま
る
境
内

は
大
変
美
し
く
、
心
地
よ
い
参
拝

と
な
り
ま
し
た
。 

 

昼
食
後
は
今
旅
の
最
終
地
で
あ

る
大お

お

神み
わ

神
社
へ
。 

 

古
来
よ
り
神
の
山
と
し
て
信
仰

を
集
め
る
「
三み

輪わ

山
」
に
鎮
座
す

る
大お

お

神み
わ

神
社
は
、
「
古こ

社し
ゃ

中
ち
ゅ
う

の
古こ

社し
ゃ

」
、
即
ち
我
が
国
最
古
の
神
社
と

伝
承
さ
れ
ま
す
。
杉
の
木
が
ご
神

木
（
三み

諸む
ろ

杉す
ぎ

）
で
、
よ
く
蔵
元
の

軒
先
に
つ
る
さ
れ
て
い
る
杉
玉
も
、

三
輪
山
が
発
祥
で
す
。 

ご
祭
神
の
大お

お

物も
の

主
ぬ
し
の

神か
み

は
国
家
の

守
護
神
で
も
あ
り
ま
す
が
、
『
日
本

書
紀
』
に
は
、
杜と

氏う
じ

の
高た

か

橋は
し

活い
く

日ひ
の

命
み
こ
と

が
天
皇
へ
の
献
酒
す
る
際
に

「
こ
の
神み

酒き

は 

我
が
神
酒
な
ら
ず 

倭
な
す 

大お
お

物も
の

主ぬ
し

の 

醸か

み
し
神
酒 

幾い
く

久ひ
さ 

幾
久
」
と
詠
ん
だ
と
あ
り
、

酒
造
り
の
神
と
し
て
も
信
仰
さ
れ

て
い
ま
す
。
大
物
主
神
の
ご
神
力

が
美
酒
を
造
っ
た
こ
と
か
ら
、
現

在
も
全
国
の
酒
造
者
や
メ
ー
カ
ー

が
多
く
お
参
り
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
近
世
ま
で
大だ

い

御ご

輪り
ん

寺じ

と
い

う
神
仏
習
合
の
神
宮
寺
が
あ
り
、

そ
の
本
堂
は
現
在
、
同
社
の
若
宮

「
大お

お

直た
た

禰ね

子こ

神
社
」
拝
殿
と
な
っ

て
い
ま
す
。
明
治
期
の
神
仏
分
離

令
に
よ
っ
て
、
本
尊
十

じ
ゅ
う

一い
ち

面め
ん

観か
ん

音の
ん

像
は
近
く
の
聖

し
ょ
う

林り
ん

寺じ

へ
、
日
光
月

光
両
菩
薩
像
は
正
暦
寺
へ
移
さ
れ

ま
し
た
。
鎌
倉
後
期
よ
り
、
真
言

宗
の
影
響
が
極
め
て
強
い
「
三み

輪わ

流
り
ゅ
う

神し
ん

道と
う

」
が
盛
ん
だ
っ
た
同
地
で

は
、
「
神
道

し
ん
と
う

護
摩

ご

ま

」
や
「
神し

ん

道と
う

灌か
ん

頂
じ
ょ
う

」
な
ど
、
神
道
と
仏
教
が
ほ
ぼ

完
全
に
習
合
し
た
儀
式
も
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。 

 

我
々
一
行
は
、
大
神
神
社
本
殿

を
参
拝
し
た
後
、
同
社
の
神
官
様

よ
り
解
説
を
い
た
だ
き
、
旧
大
御

輪
寺
本
堂
で
あ
る
大
直
禰
子
神
社

へ
も
お
参
り
を
し
ま
し
た
。 

 
 我

が
国
古
来
の
宗
教
性
や
文
化

に
触
れ
、
楽
し
く
も
学
び
の
多
い

参
拝
と
な
り
ま
し
た
。
ご
参
加
い

た
だ
い
た
皆
様
に
は
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

大神神社にて 

菩提山正暦寺本堂にて 大原弘煕執行長様と 



神
仏
習
合
② 

 
 前

回
に
続
き
「
神し

ん

仏ぶ
つ

習
し
ゅ
う

合ご
う

」
の

ご
紹
介
で
す
。
今
回
は
、
我
が
国

の
仏
教
受
容
か
ら
平
安
初
期
に
か

け
て
の
お
話
と
な
り
ま
す
。 

 

仏
が
カ
ミ
（神
）を
鎮
め
る 

さ
て
、
我
が
国
へ
到
来
し
た
仏

教
は
、
崇
仏
派
の
曽そ

我が

氏
が
排
仏

派
の
物
部

も
の
の
べ

氏
を
退
け
た
「
丁て

い

未び

の

乱
」
（
五
八
七
年
）
を
経
て
、
つ
い

に
受
容
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
し
た

（
前
号
参
照
）
。
そ
の
後
、
先
ず
は

山
岳
行
者
ら
に
深
く
浸
透
し
て
い

き
ま
す
。 

古
来
、
我
が
国
で
は
カ
ミ
（
神
）

が
降
り
立
つ
山
（
神
体
山
・
神か

ん

奈な

備び

）
に
は
、
神
に
祈
り
を
捧
げ
る

シ
ャ
ー
マ
ン
の
よ
う
修
行
者
が
い

ま
し
た
。
彼
ら
は
神
に
対
し
て
稲

作
農
耕
の
無
事
を
祈
願
し
、
あ
る

い
は
死
霊
（
祖
霊
）
を
鎮
め
る
と

い
っ
た
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
当
然
な
が
ら
自
然
は
な
か

な
か
思
い
通
り
に
な
り
ま
せ
ん
。

不
作
も
あ
れ
ば
疫
病
の
流
行
も
あ

る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
登
場
し
た

の
が
仏
教
で
し
た
。
山
岳
行
者
た

ち
は
神
前
で
お
経
を
読
み
、
仏
の

力
を
も
っ
て
荒
ぶ
る
神
を
鎮
め
よ

う
と
し
ま
し
た
。 

 神
宮
寺
の
誕
生 

神
体
山
で
山
岳
行
者
が
仏
教
儀

礼
を
営
む
よ
う
に
な
る
と
、
そ
こ

に
寺
院
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
大

和
国
三
輪
山
の
大み

神わ

寺で
ら

（
後
の
大だ

い

御ご

輪り
ん

寺
）
や
山
科
国
の
高
雄
神
願

寺
（
後
の
神じ

ん

護ご

寺
）
な
ど
が
有
名

で
す
が
、
そ
れ
ら
神
を
鎮
め
る
た

め
の
寺
院
を
「
神
宮
寺

じ

ん

ぐ
う

じ

」
と
呼
び

ま
す
。
今
日
、
我
が
国
の
総
氏
神

と
さ
れ
る
伊
勢
神
宮
に
さ
え
、
天

平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
に
伊い

勢せ

大だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

寺じ

が
創
建
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
氏
族
社
会
を
形
成
し
て

い
た
当
時
、
地
縁
・
血
縁
共
同
体

（
氏
族
・
豪
族
）
は
そ
れ
ぞ
れ
に

氏
神
（
産
土

う
ぶ
す
な

神
）
を
祀
っ
て
い
た

わ
け
で
す
が
、
山
岳
行
者
が
神
を

仏
儀
に
よ
っ
て
鎮
め
る
の
と
同
様

に
、
彼
ら
も
仏
の
力
を
求
め
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
曽
我
氏
に
よ

る
法ほ

う

興こ
う

寺
、
巨こ

勢せ

氏
に
よ
る
巨
勢

寺
の
よ
う
に
、
氏
族
、
豪
族
が
住

む
地
に
は
、
古
墳
に
代
わ
っ
て

「
氏
寺
」
が
次
々
と
建
て
ら
れ
て

い
き
ま
し
た
。 

 天
皇
の
仏
教
帰
依 

六
世
紀
以
来
、
我
が
国
で
受
容

さ
れ
た
仏
教
は
、
上
記
の
よ
う
に

「
仏
が
神
を
守
護
す
る
」
と
い
う

形
で
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。
同

時
に
天
皇
も
仏
教
へ
の
帰
依
を
深

め
て
い
き
ま
す
。
中
で
も
特
に
聖

し
ょ
う

武む

天
皇
（
七
〇
一
～
七
五
六
）
が

有
名
で
し
ょ
う
。 

平
城
京
に
お
い
て
疫
病
が
相
次

い
だ
こ
と
を
嘆
か
れ
た
聖
武
帝
は
、

仏
教
に
よ
る
護
国
祈
願
を
進
め
ら

れ
ま
し
た
。
護
国
経
典
で
あ
る

『
金こ

ん

光こ
う

明
み
ょ
う

経
き
ょ
う

』
や
『
法ほ

華け

経
き
ょ
う

』

の
法
力
を
広
げ
る
た
め
、
全
国
に

国
分
寺
（
金こ

ん

光こ
う

明
み
ょ
う

四し

天て
ん

王の
う

護ご

国
こ
く
の

寺て
ら

）
、
国
分
尼
寺
（
法ほ

っ

華け

滅め
つ

罪
ざ
い
の

寺て
ら

）

を
建
て
、
さ
ら
に
京
内
で
は
東
大

寺
（
金こ

ん

光こ
う

明
み
ょ
う

四し

天て
ん

王の
う

護ご

国こ
く

之の

寺て
ら

）

大
仏
造
立
を
指
示
さ
れ
ま
す
。 

と
は
い
え
、
前
代
未
聞
の
巨
像

建
立
に
は
莫
大
な
費
用
が
必
要
で

す
。
そ
こ
で
帝
は
、
山
岳
信
仰
に

お
い
て
絶
大
な
力
を
誇
り
、
民
衆

か
ら
も
信
仰
を
集
め
て
い
た
行

ぎ
ょ
う

基き

を
大
僧
正
に
任
命
し
、
庶
民
を
も

率
い
さ
せ
て
大
仏
造
立
に
着
手
。

聖
武
帝
の
ご
意
志
は
相
当
に
強
い

コ
ラ
ム 

大神神社・大直禰子神社拝殿（旧大御輪寺本堂） 



も
の
で
し
た
。 

 八
幡
神
の
誕
生 

一
方
で
そ
の
頃
、
九
州
豊ぶ

前ぜ
ん

国

に
お
い
て
宇う

佐さ

八
幡
神
が
力
を
誇

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

九
州
北
部
に
は
新
羅
系
の
渡
来

人
が
多
く
住
ん
で
お
り
、
中
で
も

宇
佐
地
域
に
は
地
元
豪
族
・
宇
佐

氏
に
代
わ
っ
て
秦は

た

氏
系
の
渡
来

人
・
辛
嶋

か
ら
し
ま

氏
が
台
頭
し
、
新
羅
国

神
を
奉
祀
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
当
時
の
新
羅
は
仏
教
、

道
教
が
根
付
い
て
お
り
、
同
国
神

も
そ
れ
ら
が
融
合
し
た
神
で
あ
り

ま
す
。
実
は
こ
れ
が
八
幡
神
の
源

流
で
は
な
い
か
？
と
い
う
研
究
も

あ
る
の
で
す
が
、
だ
と
す
る
と
八

幡
神
は
そ
の
原
初
よ
り
神
仏
習
合

の
神
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
宇
佐
地
域
に
、
大

和
国
に
お
い
て
三
輪
山
の
神
を
奉

祀
す
る
社
家
人
・
大お

お

神が

比ひ

義ぎ

が
や

っ
て
き
ま
し
た
。
大
神
氏
は
辛
嶋

氏
に
対
す
る
力
を
強
め
、
八
幡
神

に
も
三
輪
明
神
の
影
響
が
加
わ
り

ま
す
。
以
降
、
八
幡
神
は
応お

う

神じ
ん

天

皇
霊
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

そ
こ
へ
さ
ら
に
法ほ

う

蓮れ
ん

と
い
う
巫ふ

僧そ
う

（
仏
教
に
よ
っ
て
神
祇
を
鎮
め

る
僧
）
が
現
れ
ま
す
。
呪
力
に
優

れ
て
い
た
法
蓮
は
、
八
幡
神
の
神

宮
寺
を
建
立
す
る
な
ど
活
躍
し
、

宇
佐
独
自
の
神
仏
習
合
は
さ
ら
に

威
力
を
増
す
の
で
し
た
。 

 仏
を
守
護
す
る
神
の
誕
生 

そ
の
よ
う
な
宇
佐
八
幡
神
に
対

し
て
、
平
城
京
で
の
大
仏
造
立
を

完
遂
さ
せ
た
い
聖
武
帝
が
援
助
を

求
め
る
の
は
必
然
で
し
た
。 

天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
、
宇

佐
八
幡
神
は
大
仏
を
拝
す
た
め
に

平
城
京
へ
や
っ
て
来
ま
す
。
朝
廷

は
、
厳
重
な
る
奉
送
儀
（
神
の
移

動
）
を
行
い
、
盛
大
に
歓
迎
式
典

を
開
催
。
式
に
は
そ
の
時
す
で
に

退
位
を
さ
れ
て
い
た
聖
武
上
皇
の

ほ
か
、
孝こ

う

謙け
ん

天
皇
、
光こ

う

明
み
ょ
う

皇
太
后

ら
も
臨
席
さ
れ
、
読
経
僧
は
実
に

五
千
人
と
い
う
一
大
仏
事
と
な
り

ま
し
た
。
そ
も
そ
も
仏
教
経
典
で

は
、
イ
ン
ド
の
神
々
は
仏
を
守
護

す
る
存
在
（
護ご

法ほ
う

善ぜ
ん

神じ
ん

）
と
し
て

登
場
し
ま
す
。
宇
佐
八
幡
神
が
大

仏
に
拝
し
た
こ
の
出
来
事
は
、
我

が
国
に
お
け
る
「
仏
を
守
護
す
る

神
」
の
誕
生
と
も
言
え
る
で
し
ょ

う
。
ち
な
み
に
宇
佐
八
幡
神
は
、

現
在
で
も
東
大
寺
大
仏
殿
よ
り
東

方
の
「
手た

向む
け

山や
ま

八
幡
宮
」
に
鎮
座

さ
れ
て
い
ま
す
。 

以
来
、
神
々
は
仏
を
守
護
す
る

「
鎮ち

ん

守じ
ゅ

」
と
し
て
各
寺
院
へ
勧
請

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

本
地
垂
迹
説 

平
安
期
に
入
る
と
、
先
に
紹
介

し
た
よ
う
な
神
仏
習
合
を
僧
侶
が

理
論
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
神
と
は
仏
が
姿
を
変
え
て
現
れ

た
も
の
（
権ご

ん

現げ
ん

）
」
で
あ
り
、
「
本

地
の
仏
が
神
と
し
て
垂
迹
す
る
」

と
い
う
考
え
に
至
り
ま
す
。
こ
れ

を
「
本ほ

ん

地ち

垂す
い

迹
じ
ゃ
く

説せ
つ

」
と
言
い
ま
す
。 

八
幡
神
が
「
八は

ち

幡ま
ん

大だ
い

菩ぼ

薩さ
つ

」
と

も
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
、

時
代
が
さ
ら
に
下
る
と
紀
州
の

「
那な

智ち

の
滝
」
（
那
智
神
社
の
ご
神

体
）
は
如に

ょ

意い

輪り
ん

観か
ん

音の
ん

菩
薩
（
青せ

い

岸が
ん

渡と

寺じ

本
尊
）
の
垂
迹
だ
と
か
、
伊

勢
内
宮
の
祭
神
（
天
照
大
神
）
は

胎た
い

蔵ぞ
う

大だ
い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

、

外

宮

の

祭

神

（
豊
受
大
神
）
は
金こ

ん

剛ご
う

界か
い

大
日
如

来
の
垂
迹
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
神

仏
習
合
思
想
は
さ
ら
な
る
展
開
を

見
せ
て
い
く
の
で
す
。 

（
次
号
へ
と
続
く
） 

参
照
：『
神
奈
備 

大
神 

三
輪
明
神
』
三
輪
山
文 

化
研
究
会
・
『
八
幡
信
仰
』
中
野
幡
能 

・
『
八
幡
神
と
神
仏
習
合
』
逵
日
出
典 

聖武天皇 



                        

                        

   

  

                    

            

将 棋 ク ラ ブ 
  

毎月一回 客殿で開催中  
参加無料 

 
■79回目 

12月14日（土） 13：30－16：00 
 

■80回目 

1 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。 

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          

1 月21 日（火）19時～20時半 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。 

 「池田綱政の文化的事績」  
講師：浅利尚民 先生 就実大学人文科学部教授 

毎
月 

 

日 

奉
修 

大
師
塔
婆
供
養 

毎
月
二
十
一
日
の
「大
師
縁
日
法
会
」に
て 

檀
信
徒
各
家
精
霊
に
回
向
を
捧
げ
る
た
め 

塔
婆
供
養
を
一
年
に
わ
た
っ
て
奉
修
し
て
い
ま
す 

ご
供
養
を
希
望
さ
れ
る
御
方
は 

「大
師
縁
日 

年
間
塔
婆
供
養
申
込
書
」
に 

必
要
事
項
を
お
書
き
の
上
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い 

  

◆
経
木
塔
婆 

一
基 

二
〇
〇
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※
一
年
間 

二
、
四
〇
〇
円 

21 

除
夜 

鐘 

大
晦
日
二
十
三
時
四
十
分
頃
～ 

於 

鐘
楼
門 

 
 

終
し ま

い弘
こ う

法
ぼ う

 萬
ま ん

燈
と う

会
え

 
お大師様の御前にて 一年間の反省と感謝を捧げ  
心明るく新年を迎えましょう 

12 月21 日（土） 午後５時～6時頃 

於： 磨屋町 金剛寺駐車場 

◆一年の反省（懺悔） 流水回向 
   一年の反省、懺悔の内容を書いた紙を水に流します 

奉納料一千円（紙札付） または五千円（木札付） 

◆一年の感謝のともしび 献灯 
    奉納料五百円也 カップローソク一基 

の 

あたたかいお接待を 

用意しております 

どうぞお参り下さい 


