
                         
 

今
年
は
巳み

年
。
蛇
の
一
年
と
な

る
わ
け
だ
が
、
我
が
国
に
は
蛇
を

神
の
遣つ

か

い
と
し
て
大
切
に
扱
っ
て

き
た
歴
史
が
あ
る
。  

 
 弥

生
期
以
降
、
稲
作
の
発
展
に

伴
い
米
が
多
く
採
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
す
る
と
、
そ
の

米
を
食
べ
て
し
ま
う
鼠

が
増
加
。
我
々
の
祖
先

も
大
変
困
っ
た
と
思
う

が
、
そ
れ
を
救
っ
た
の

が
蛇
だ
っ
た
。
蛇
は
鼠

を
食
べ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
蛇
は
、
我
々
の

生
命
と
生
活
を
ま
も
る

守
護
神
と
な
っ
た
。 

 

蛇
を
信
仰
す
る
の
は

日
本
だ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
エ
ジ
プ
ト
で

は
、
蛇
は
王
室
の
守
護
神
で
あ
り
、

フ
ァ
ラ
オ
の
王
冠
に
は
聖
蛇
ウ
ラ

エ
ウ
ス
が
描
か
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ

神
話
に
は
ゴ
ル
ゴ
ン
三
姉
妹
や
エ

キ
ド
ナ
な
ど
の
蛇
神
が
多
く
登
場

し
、
古
代
マ
ヤ
の
ク
ク
ル
カ
ン
、

ア
ス
テ
カ
の
ケ
ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
、

こ
れ
ら
も
す
べ
て
蛇
神
で
あ
る
。 

 

仏
教
誕
生
の
国
イ
ン
ド
で
は
、

蛇
を
古
語
で
「
ナ
ー
ガ
」
と
呼
び
、

仏
法
を
護
る
竜
と
同
体
に
観
る
。

そ
れ
が
中
国
へ
渡
る
と
、
竜
は
皇

帝
の
象
徴
と
な
り
、
さ
ら

に
我
が
国
に
及
ぶ
と
山
の

神
、
水
の
神
、
田
の
神
と

も
な
っ
た
。
神
仏
習
合
の

時
代
に
は
、
蛇
は
宇う

賀が

神じ
ん

と
化
し
て
間
も
な
く
弁べ

ん

才ざ
い

天て
ん

と
習
合
。
当
山
鎮ち

ん

守じ
ゅ

も

弁
才
天
で
あ
る
が
、
巳
の

日
に
は
近
年
多
く
の
参
拝

者
を
集
め
る
。
巳
年
の
今

年
は
尚
更
で
あ
ろ
う
。 

 
 か

つ
て
一
家
の
守
り
神

だ
と
珍
重
さ
れ
た
ア
オ
ダ

イ
シ
ョ
ウ
も
近
年
は
ほ
と
ん
ど
見

か
け
な
く
な
っ
た
が
、
今
年
こ
そ

こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
守
護
神
に
あ

や
か
り
た
い
。
世
界
に
広
が
る
混

乱
と
悲
劇
を
、
ど
う
か
鎮
め
治
め

て
下
さ
い
、
と
。（
龍
） 
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令
和
７
年
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
皆
様
方
に
は
日
ご
ろ
か
ら
お
寺
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
支
援
ご
協

力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
年
は
巳
年
。
巳
は
蛇
の
こ
と
で
す
ね
。
蛇
と
い
う
と
私
も
苦
手
な
爬

虫
類
で
、
怖
い
印
象
を
持
つ
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
「
再
生

と
成
長
」
と
い
う
前
向
き
な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
そ
う
で
す
。
脱
皮
し
な
が

ら
強
く
成
長
す
る
蛇
は
、
そ
の
生
命
力
か
ら
「
不
老
長
寿
」
を
象
徴
す
る

動
物
、
ま
た
は
神
の
使
い
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
考
え
る

と
恐
怖
心
も
薄
ら
ぐ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

お
寺
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
コ
ロ
ナ
禍
も

明
け
て
昨
年
か
ら
、
月
例
行
事
、
例
年
行
事
、
節
分
祭
や
観
音
夏
祭
り
な

ど
に
つ
い
て
も
、
以
前
の
状
態
に
戻
り
ま
し
た
の
で
、
大
勢
の
方
た
ち
に

ご
参
加
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

先
日
、
私
が
長
泉
寺
総
代
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
友
人
か
ら

「
長
泉
寺
と
い
え
ば
、
岡
山
で
一
番
元
気
の
あ
る
お
寺
で
す
ね
」
と
言
わ

れ
て
、
と
て
も
誇
ら
し
く
感
じ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
方
も
こ
の
お
寺
の
檀
信

徒
で
あ
る
と
い
う
誇
り
を
共
有
し
て
い
た
だ
い
て
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て

行
く
よ
う
お
力
添
え
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

総
代
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
今
後
と
も
適
切
な
寺
運
営
に
当
た
っ
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

結
び
に
、
本
年
が
皆
さ
ん
と
ご
家
族
に
と
り
、
よ
り
良
き
年
と
な
り
ま 

す
こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
私
の
年
頭
の
ご 

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

本
年
も
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

  

長
泉
寺 

檀
信
徒
総
代
長 

岩
見 

徹 

新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す 

さ
て
昨
年
は 

正
月
早
々
に
能
登
半
島
地
震
が
発
生
し 

秋
に
は
再
び
能
登

地
方
が
豪
雨
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
な
ど 

夏
場
の
酷
暑
を
含
め
て
気
候
変
動

に
よ
る
脅
威
の
高
ま
り
を
あ
ら
た
め
て
一
層
に
感
じ
る
一
年
と
な
り
ま
し
た 

ま
た
海
外
で
は 

平
和
の
祭
典
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
フ
ラ
ン
ス
・パ
リ
で
開
か
れ
る
一

方 

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
進
行
は
続
き 

パ
レ
ス
チ
ナ
・ガ
ザ
地
区
な
ど
の
人
道

危
機
も
拡
大  

米
国
で
は
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
ガ
ー
大
谷
翔
平
選
手
が
五
十
本
塁

打
・
五
十
盗
塁
と
い
う
前
人
未
到
の
活
躍
で 

所
属
球
団
で
あ
る
ド
ジ
ャ
ー
ス

を
世
界
一
へ
と
導
く
中 

米
国
フ
ァ
ー
ス
ト
を
強
く
掲
げ
る
ト
ラ
ン
プ
氏
が
大
統

領
に
再
任  

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
と
言
わ
れ
て
久
し
い
で
す
が 

そ
の
反
動
の
よ
う
な

も
の
が
世
界
各
地
に
顕
在
化
し
て
お
り 

そ
れ
は
今
後
ま
す
ま
す
拡
が
っ
て
い
く

だ
ろ
う
と
不
安
な
が
ら
も
予
想
さ
れ
ま
す 

本
当
に
何
が
起
き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
し 

何
が
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い

時
代
で
す 

諸
行
無
常
は
世
の
常
で
は
あ
り
ま
す
が 

だ
か
ら
こ
そ
仏
道
を
し
っ
か

り
と
歩
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う 

檀
信
徒
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は 

そ
ん
な
と
き
だ
か
ら
こ
そ 

よ
り
一
層
に
菩

提
寺
を
親
し
ん
で
い
た
だ
き 

仏
さ
ま 

お
大
師
さ
ま
の
お
導
き
に
触
れ
て
い
た
だ

け
れ
た
ら
と
切
に
願
って
お
り
ま
す  

皆
様
の
一
年
の
ご
健
康 

ご
多
幸
を
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
ま
す 

合 

掌  

令
和
七
年
乙
巳 

正
月
吉
祥
日 

 
 
 

長
泉
寺 

住
職 

龍
門 



本
尊
薬
師
初
縁
日 

大
般
若
法
会 

本
尊
薬
師
如
来
の
新
年
最
初
の

ご
縁
日
に
あ
た
る
正
月
八
日
、
檀

信
徒
皆
様
の
一
年
の
無
事
安
寧
を

祈
願
す
る
「
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

法ほ
う

会え

」
を
奉

修
い
た
し
ま
し
た
。 

ご
参
集
い
た
だ
い
た
有
縁
の
寺

院
皆
様
と
と
も
に
、
当
山
本
尊
、

並
び
に
般は

ん

若に
ゃ

十
じ
ゅ
う

六ろ
く

善ぜ
ん

神じ
ん

の
御ご

宝ほ
う

前ぜ
ん

に
『
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

波は

羅ら

蜜み
っ

多た

経
き
ょ
う

』
を
力

強
く
転
読
し
、
檀
信
徒
皆
様
に
と

っ
て
本
年
が
健
や
か
で
幸
多
き
一

年
と
な
る
よ
う
ご
祈
念
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
次
第
で
す
。 

法
会
後
に
は
、
小こ

坂さ
か

俊と
し

郎ろ
う

さ
ん

を
は
じ
め
と
す
る
「
雅
楽
五ご

声せ
い

会か
い

」

の
皆
様
よ
り
、
我
が
国
の
伝
統
音

楽
で
あ
る
雅
楽
を
奉
納
い
た
だ
き
、

ご
参
拝
の
皆
様
と
と
も
に
新
春
を

寿
こ
と
ほ

ぐ
時
間
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。 

関
係
者
皆
様
に
は
、
心
よ
り
お

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

終
い
弘
法 

萬
燈
会 

 

岡
山
市
内
の
真
言
宗
寺
院
で
結

成
さ
れ
る
「
岡
山
市
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

降ご
う

誕た
ん

会か
い

」
（
事
務
局
当
山
内
）
は
、
昨

年
十
二
月
二
十
一
日
、
令
和
六
年

の
最
後
と
な
る
大
師
御
縁
日
（
毎

月
二
十
一
日
）
に
合
わ
せ
て
、
一

年
の
反
省
（
懺ざ

ん

悔げ

）
、
並
び
に
感
謝

を
捧
げ
る
「
終し

ま

い
弘こ

う

法ぼ
う 

萬ま
ん

燈と
う

会え

」

を
奉
修
し
ま
し
た
。 

 

会
場
と
な
っ
た
の
は
、
北
区
磨

屋
町
に
あ
る
高
野
山
真
言
宗
金こ

ん

剛ご
う

寺じ

様
の
駐
車
場
で
、
そ
の
中
心
に

は
お
大
師
様
の
種
字
で
あ
る

ゆ

字

が
カ
ッ
プ
ロ
ー
ソ
ク
で
灯
さ
れ
ま

し
た
。
本
尊
大
師
尊
像
の
前
で
は

参
拝
者
そ
れ
ぞ
れ
が
一
年
の
反
省

（
懺
悔
）
を
書
い
た
紙
を
水
に
流

す
「
流

り
ゅ
う

水す
い

回え

向こ
う

」
が
修
さ
れ
る
と

と
も
に
、
一
年
の
感
謝
を
書
い
た

カ
ッ
プ
ロ
ー
ソ

ク
が
献
灯
さ
れ

ま
し
た
。 

 

小
雨
が
降
り
、

冷
た
い
風
も
吹

く
寒
い
夜
で
し
た
が
、
七
十
名
ほ

ど
の
方
が
ご
参
拝
さ
れ
、
心
新
た

に
新
年
を
迎
え
よ
う
と
お
大
師
さ

ま
に
お
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。 

 

同
会
は
、
お
大
師
さ
ま
の
ご
誕

生
を
慶
祝
す
る
た
め
、
大
正
八
年

よ
り
毎
年
六
月
十
五
日
に
「
弘
法

大
師
ご
誕
生
慶
祝 

青
葉
ま
つ
り
」

を
主
催
し
て
い
ま
す
。
本
年
は
御

成
町
の
真
言
宗
御
室
派
大だ

い

福ふ
く

寺じ

様

で
奉
修
さ
れ
ま
す
の
で
、
檀
信
徒

皆
様
に
は
お
繰
り
合
わ
せ
お
参
り

い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。 



故
・
金
田
勉
総
代 

褒
章 

昨
年
秋
に
ご
逝
去
さ
れ
た
故
・

金か
な

田だ

勉
つ
と
む

総
代
を
偲
ぶ
会
が
先
月
十

九
日
、
当
山
で
開
催
さ
れ
る
と
と

も
に
、
今
般
、
総そ

う

本ほ
ん

山ざ
ん

仁に
ん

和な

寺じ

ご

門も
ん

跡ぜ
き

・
瀬せ

川が
わ

大だ
い

秀
し
ゅ
う

大
僧
正
猊
下
よ

り
金
田
氏
の
当
山
へ
の
功
績
を
称

え
る
褒
章
状
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。 

当
日
は
、
日
本
画
を
嗜
ま
れ
た

金
田
氏
の
遺
作
が
会
場
に
飾
ら
れ
、

氏
と
長
年
に
わ
た
っ
て
交
流
を
深

め
た
総
代
役
員
様
ら
と
共
に
思
い

出
を
語
り
合
い
ま
し
た
。 

            

ご
詠
歌
巡
礼 

 
当
山
御ご

詠え
い

歌か

会
は
、
「
ご
詠
歌
巡

礼
」
を
続
け
て
お
り
ま
す
。 

昨
年
十
二
月
十
七
日
は
、
一
三

〇
〇
年
前
に
報ほ

う

恩お
ん

大
師
が
開
か
れ

た
「
備
前
四
十
八
ヶ
寺
」
の
一
つ

天
台
宗
餘よ

慶け
い

寺じ

様
（
瀬
戸
内
市
邑

久
町
北
島
）
と
同
宗
大お

お

賀が

島し
ま

寺じ

様

（
同
町
豊
原
）
を
参
拝
し
ま
し
た
。 

餘
慶
寺
様
で
は
、
戦
国
末
期
建

立
・
江
戸
中
期
再
建
の
本
堂
（
国

指
定
重
文
）
を
同
寺
塔た

っ

頭
ち
ゅ
う

の

定
じ
ょ
う

光こ
う

院い
ん

・
西
野
祐
誠
ご
住
職
に
ご
案

内
い
た
だ
き
、
本
尊
千
手
観
音
菩

薩
の
御
前
で
ご
詠
歌
を
奉
納
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

除
夜
の
鐘 

昨
年
の
大
晦
日
、
毎
年
恒
例
の

「
除
夜
の
鐘
」
を
奉
修
し
ま
し
た
。 

当
日
は
穏
や
か
な
天
候
に
恵
ま

れ
、
二
〇
〇
名
近
く
の
方
々
が
ご

参
拝
。
皆
様
に
は
、
去
る
年
へ
の

感
謝
と
、
来
る
年
へ
の
希
望
を
胸

に
一
人
ず
つ
鐘
を
撞つ

い
て
も
ら
い
、

住
職
よ
り
お
加
持
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
当
山
檀
家
で
あ
る
備び

前ぜ
ん

味み

噌そ

醤
し
ょ
う

油ゆ

株
式
会
社
様
の
「
甘
酒
」

を
参
拝
者
へ
の
お
土
産
と
し
、
お

接
待
で
は
温
か
い
豚
汁
が
振
る
舞

わ
れ
ま
し
た
。 

能
登
半
島
地
震
一
周
忌 

本
年
一
月
一
日
、
「
令
和
六
年
能

登
半
島
地
震
」
よ
り
一
年
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
同
震
災
発
生
時
刻

に
合
わ
せ
て
午
後
五
時
半
よ
り
一

周
忌
法
会
を
本
堂
に
て
奉
修
し
ま

し
た
。 

元
旦
と
い
う
こ
と
で
龍

り
ゅ
う

門も
ん

住
職

一
人
で
の
勤
め
と
な
り
ま
し
た
が
、

被
災
物
故
者
を
弔
う
と
と
も
に
被

災
者
皆
様
の
安
寧
を
至
心
に
祈
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
本
年
は
、
平
成
七
年
阪
神

淡
路
大
震
災
よ
り
三
十
年
を
迎
え

ま
す
。
忌
日
に
あ
た
る
今
月
十
七

日
に
は
、
Ｒ
Ｎ
Ｎ
人
道
援
助
宗
教

Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
事
務

局
・
黒
住
教
）
に
加
盟
す
る
諸
宗

教
の
皆
様
が
当
山
に
参
集
さ
れ
、

同
震
災
三
十
周
年
忌
の
追
悼
法
会

を
奉
修
す
る
予
定
で
す
。 

   



寺
子
屋
文
化
講
座
が
五
十
回 

平
成
二
十
七
年
七
月
よ
り
隔
月

で
開
講
し
て
き
た
「
長
泉
寺 

寺
子

屋
文
化
講
座
」
が
、
本
年
三
月
分

の
開
催
で
五
十
回
目
を
迎
え
ま
す
。 

そ
の
記
念
と
し
て
、
岡
山
出
身

の
民
俗
学
者
・
神か

ん

崎ざ
き

宣の
り

武た
け

先
生
を

ス
ペ
シ
ャ
ル
ゲ
ス
ト
に
お
招
き
し
、

左
記
の
通
り
特
別
講
座
を
開
催
し

ま
す
。 

ご
参
加
を
希
望
さ
れ
る
御
方
は
、

当
山
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。 

 長
泉
寺 

寺
子
屋
文
化
講
座 

開
講
五
十
回
記
念
特
別
講
座 

 

講
師
：
神 

崎 

宣 

武  

先
生 

 

日
時
：
三
月
二
十
五
日
（
火
） 

 
 
 

午
後
７
時
～
８
時
半 

 

会
場
：
本
堂 

 

参
加
無
料 

要
事
前
予
約 

定
員
六
十
名 

 

年
間
大
師
塔
婆
供
養 

毎
月
二
十
一
日
の
「
大
師
縁
日

法
会
（
弘
法
大
師
御み

影え

供く

）
」
に
て
、

お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
檀
信
徒

各
家
の
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
（
寺
務
所
）
」
に
必
要
事
項
を
お

書
き
の
上
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

◆
年
間 
大
師
塔
婆
供
養 

経
木
塔
婆 
一
基 

二
〇
〇
円 

 
 
 
 
 

※
一
年
間 
二
、
四
〇
〇
円 

       

と
ん
ど
焼
き 

一
月
十
四
日
、
当
山
境
内
に
て

毎
年
恒
例
の
「
と
ん
ど
焼
き
」
を

奉
修
し
ま
し
た
。 

ご
参
拝
の
皆
様
と
と
も
に
、
お

正
月
飾
り
や
昨
年
ま
で
の
古
札
、

御
守
護
、
卒
塔
婆
な
ど
を
お
焚
き

上
げ
し
、
心
身
を
浄
め
、
健
や
か

に
一
年
を
過
ご
せ
る
よ
う
祈
念
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

お
手
伝
い
い
た
だ
き
ま
し
た
皆

様
に
は
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

             

                         

長
泉
寺 

杖
心
会   

 

京
都
御
室
仁
和
寺 

と 

高
野
山
参
拝
の
旅  

４
月 

 

日
（
土
）
～ 

 

日
（
日
） 

杖
心
会
は
こ
の
春
、
当
山
長
泉
寺
の
総
本
山
で
あ
る
「御お

室む
ろ

仁に
ん

和な

寺じ

」と

弘

法
大
師
様
ご
入
定
の
霊
地
「
高
野
山
」
を
参
拝
し
ま
す
。
費
用
、
旅
程
詳
細

は
次
号
『い
づ
み
』に
て
お
知
ら
せ
、
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

ご
興
味
の
あ
る
方
に
は
ぜ
ひ
ご
予
定
下
さ
い
。  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

主
催 

長
泉
寺
杖
心
会 

12 

13 

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 

 



神
仏
習
合
③ 

 
 さ

て
、
前
回
に
引
き
続
き
「
神し

ん

仏ぶ
つ

習
し
ゅ
う

合ご
う

」
の
ご
紹
介
で
す
。
今
回

は
、
そ
の
全
盛
時
に
お
け
る
思
想

的
な
内
容
の
お
話
で
す
。 

 本
地
垂
迹
説
の
登
場 

我
が
国
古
来
の
カ
ミ
（
神
）
と

大
陸
よ
り
伝
来
し
た
ホ
ト
ケ
（
仏
）

は
、
奈
良
時
代
ま
で
に
相
互
に
守

護
し
合
う
形
で
「
神
仏
習
合
」
の

関
係
性
を
深
め
て
い
き
ま
し
た

（
前
号
参
照
）
。
平
安
時
代
に
な
る

と
、
「
神
と
は
本
地
の
仏
が
姿
を
変

え
て
仮
に
現
れ
た
（
垂
迹
し
た
）

も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
本ほ

ん

地ち

垂す
い

迹
じ
ゃ
く

説せ
つ

」
が
登
場
し
ま
す
。 

平
安
期
と
言
え
ば
、
弘
法
大
師

様
が
唐
よ
り
密
教
を
持
ち
帰
ら
れ
、

真
言
宗
と
天
台
宗
が
隆
盛
す
る
時

代
で
す
。
密
教
は
我
が
国
古
来
の

神
祇
信
仰
と
の
親
和
性
が
高
く
、

神
仏
習
合
も
密
教
と
伴
に
発
展
し

ま
し
た
。
そ
も
そ
も
「
本
地
垂
迹

説
」
の
「
本
地
」
と
は
「
事
の
本

質
・
本
源
（
＝
密
）
」
、
「
垂
迹
」
は

「
本
地
が
化け

現げ
ん

す
る
・
現
象
（
＝

顕
）
」
と
言
う
意
味
で
、
こ
の
発
想

自
体
が
密
教
的
で
も
あ
り
ま
す
。 

『
法ほ

華け

経
き
ょ
う

』
と
い
う
お
経
で
は
、

そ
の
前
半
部
分
を
「

迹
し
ゃ
く

門も
ん

」
、
後

半
部
分
を
「
本ほ

ん

門も
ん

」
と
し
、
本
門

に
説
か
れ
る
真
理
（
＝
佛ぶ

っ

陀だ

）
に

対
し
て
、
迹
門
に
説
か
れ
る
歴
史

上
の
釈

し
ゃ
く

尊そ
ん

を
「
佛
陀
が
釈
尊
と
し

て
仮
に
現
れ
た
姿
（
迹
）
」
だ
と
し

ま
す
。
密
教
で
は
さ
ら
に
「
三さ

ん

輪り
ん

身じ
ん

」
が
説
か
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、

仏
そ
の
も
の
で
あ
る
如
来
仏
を
自じ

性
し
ょ
う

輪り
ん

身じ
ん

と
し
、
仏
が
菩
薩
と
し
て

現
れ
る
姿
を
正

し
ょ
う

法ぼ
う

輪り
ん

身じ
ん

、
明
王
と

し
て
現
れ
る
姿
を

教
き
ょ
う

令
り
ょ
う

輪り
ん

身じ
ん

と

す
る
も
の
で
、
仏
は
衆
生
の
機
根

に
合
わ
せ
て
様
々
に
姿
形
を
変
え

る
と
い
う
内
容
で
す
。 

そ
の
よ
う
な
思
想
を
背
景
と
し

て
、
「
本
地
垂
迹
説
」
は
平
安
後
期

か
ら
中
世
に
か
け
て
全
盛
を
迎
え

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
当
時
、

天
皇
の
護
持
僧
で
あ
っ
た
成せ

い

尊ぞ
ん

（
小
野
曼
荼
羅
寺
第
二
世
＝
現
在

の
真
言
宗
随ず

い

心し
ん

院い
ん

）
は
、
「
我
が
国

は
大・

日・

如
来
の
本・

国・

＝
大
日
本
国

で
あ
る
」
と
の
論
を
生
み
出
し
、

さ
ら
に
は
天
皇
を
大
日
如
来
と
同

体
に
観
る
よ
う
に
な
る
と
「
即そ

く

位い

灌か
ん

頂
じ
ょ
う

」
と
い
う
天
皇
即
位
礼
も
誕

生
し
ま
し
た
。
密
教
と
神
祇
の
融

合
は
、
我
が
国
の
国
体
に
ま
で
及

ぶ
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
す
。 

そ
の
よ
う
な
流
れ
は
大
き
く
二

つ
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま

す
。
一
つ
は
真
言
密
教
系
の
「
両

り
ょ
う

部ぶ

神
道
」
、
も
う
一
つ
は
天
台
密
教

系
の
「
山さ

ん

王の
う

神
道
」
で
す
。 

な
お
、
神
仏
習
合
全
盛
期
の
実

態
は
未
だ
研
究
調
査
の
途
中
で
あ

り
、
そ
の
全
容
ま
で
は
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
現
在
ま

で
の
各
種
研
究
で
知
り
得
た
範
囲

に
限
っ
て
の
ご
紹
介
と
な
り
ま
す
。 

 両
部
神
道 

真
言
密
教
の
影
響
を
多
分
に
受

け
て
発
展
す
る
「
両

り
ょ
う

部ぶ

神し
ん

道と
う

」
と

は
、
真
言
教
主
大だ

い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

が
本
地

の
仏
で
天あ

ま

照
て
ら
す

大お
お

神
み
か
み

は
そ
の
垂
迹

神
で
あ
る
と
し
た
も
の
で
す
。
そ

れ
は
当
初
、
伊
勢
神
宮
周
辺
で
展

開
さ
れ
、
伊
勢
内
宮
は
胎た

い

蔵ぞ
う

大だ
い

日に
ち

、

外
宮
は
金こ

ん

剛ご
う

界か
い

大だ
い

日に
ち

で
あ
る
と
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
後
に
、
伊
勢

外
宮
の
社
家
人
渡わ

た

会ら
い

氏
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
る
「
伊い

勢せ

神し
ん

道と
う

」
へ
と

つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
室
町
期
以

降
盛
ん
に
な
る
「
吉よ

し

田だ

神
道
」
に

コ
ラ
ム 

金剛界曼荼羅             胎蔵曼荼羅 



も
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

両
部
神
道
の
中
に
は
さ
ら
に
大

き
く
二
つ
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
の

一
つ
が
大お

お

神み
わ

神
社
や
真
言
宗
長は

谷せ

寺で
ら

（
と
も
に
奈
良
県
桜
井
市
）
に

興お
こ

る
「
三み

輪わ

流
り
ゅ
う

神し
ん

道と
う

」
、
二
つ
に

は
真
言
宗
室む

ろ

生う

寺じ

（
奈
良
県
宇
陀

市
）
に
関
わ
る
僧
侶
た
ち
に
よ
っ

て
始
ま
っ
た
「
御ご

流
り
ゅ
う

神
道
（
大だ

い

師し

流
り
ゅ
う

神
道
）」
で
す
。 

大
和
国
の
一
宮
で
あ
る
大
神
神

社
に
は
、
明
治
の
神
仏
分
離
に
い

た
る
ま
で
「
大だ

い

御ご

輪り
ん

寺じ

」
と
い
う

神じ
ん

宮ぐ
う

寺じ

が
あ
り
ま
し
た
。
同
寺
で

は
、
京
都
醍だ

い

醐ご

寺じ

系
の
真
言
教
学

を
基
に
し
た
独
自
の
神
道
論
が

発
達
。
密
教
儀
礼
で
あ
る
灌か

ん

頂
じ
ょ
う

が
神
道
式
で
開
莚
さ
れ
る
な
ど
、

言
わ
ば
真
言
密
教
的
な
神
道
が

大
い
に
実
践
さ
れ
ま
し
た
。 

も
う
一
つ
の
「
御ご

流
り
ゅ
う

神
道
」

も
真
言
密
教
的
神
道
で
あ
り
ま

す
が
、
お
大
師
様
が
室
生
山
の

精
し
ょ
う

進
じ
ん
が

峯み
ね

に
埋
め
ら
れ
た
と
伝

わ
る
如に

ょ

意い

宝ほ
う

珠し
ゅ

を
天
照
大
神
と

同
体
と
す
る
こ
と
が
そ
の
特
徴

で
す
。
ま
た
、
天
皇
家
に
代
々

相
承
さ
れ
る
神
道
が
嵯さ

峨が

天
皇

よ
り
お
大
師
様
に
伝
授
さ
れ
た

と
謳
う
こ
と
か
ら
、
「
御ご

流
り
ゅ
う

」

と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。 

三
輪
流
、
御
流
以
外
に
も
両

部
神
道
の
流
れ
は
幾
つ
か
あ
る
の

で
す
が
、
未
だ
研
究
途
中
に
あ
り
、

よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 山
王
神
道 

他
方
で
天
台
宗
で
は
、
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

東
麓
に
あ
る
「
日ひ

吉よ
し

大（
ひ

社え
）

」
（
滋
賀

県
大
津
市
）
を
釈
迦
如
来
の
垂
迹

と
し
、
比
叡
山
と
日
吉
大
社
が
対

を
成
し
て
天
台
密
教
系
の
神
仏
習

合
思
想
を
展
開
し
ま
す
。
そ
れ
を

「
山さ

ん

王の
う

神
道
」
と
言
い
ま
す
。 

「
山
王
」
と
は
、
伝で

ん

教
ぎ
ょ
う

大だ
い

師し

最さ
い

澄
ち
ょ
う

様
が
学
ば
れ
た
中
国
天
台
山
に

あ
る
聖
地
「
山
王
祠
」
に
由
来
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
は
同
宗
が
大
切

に
す
る
三さ

ん

諦だ
い

（
空く

う

諦
・
仮け

諦
・
中

ち
ゅ
う

諦
）
が
円え

ん

融ゆ
う

（
円
か
に
融
け
合
う
）

す
る
状
態
を
一
心
に
観
ず
る
境
地

（
＝
一い

っ

心し
ん

三さ
ん

諦だ
い

・
三
諦
即そ

く

一い
つ

）
と

さ
れ
ま
す
（
「
三
」
を
縦
に
、
「
一
」

を
横
に
書
い
て
「
山
」
。
「
三
」
を

横
に
、
「
一
」
を
縦
に
書
い
て

「
王
」）。 

ま
た
、
古
来
よ
り
比
叡
山
は
修し

ゅ

験げ
ん

が
盛
ん
な
霊
山
で
あ
り
、
「
三
」

は
日
吉
宮
よ
り
遥
拝
で
き
る
神
体

三
山
（
大
比
叡
峰
・
小
比
叡
峰
・

八
王
子
山
）
の
意
で
も
あ
り
ま
す
。

三
諦
円
融
は
即
ち
日
本
の
神
祇
と

も
一
体
で
、
一
切
衆
生
に
本
来
備

わ
っ
て
い
る
も
の
（
＝
天
台
本ほ

ん

覚が
く

思
想
）
で
あ
る
と
説
く
の
で
す
。 

天
台
教
学
に
よ
っ
て
理
論
化
が

進
ん
だ
山
王
神
道
は
、
江
戸
時
代

に
「
山
王
一い

ち

實じ
つ

神
道
」
と
称
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
は
特
に
徳
川
家
康
・

家
光
ら
に
重
用
さ
れ
た
慈じ

眼げ
ん

大だ
い

師し

天て
ん

海か
い

大
僧
正
に
よ
っ
て
奉
祀
さ
れ
、

江
戸
の
み
な
ら
ず
備
前
岡
山
を
含

む
全
国
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

の
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
た
次
回
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

（
次
号
へ
続
く
） 

 
≪

参
考
文
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『
大
神
神
社
史
料
』
大
神
神
社
・
『
中
世
の
神
と
仏
』
末
木

文
美
士
・
『
神
仏
習
合
の
聖
地
』
村
山
修
一
・
『
神
仏
習
合
』

逵
日
出
典
・『
神
道
と
は
何
か
』
伊
藤
聡 

神道灌頂三輪流血脈（高野山大学蔵） 



                        

                        

   

  

                    

            

将 棋 ク ラ ブ 
  

毎月一回 客殿で開催中  
参加無料 

 
■80回目 

1 月26 日（日） 13：30－16：00 
 

■81回目 

2 月11 日（火祝） 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 
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涅槃会 
2 月15 日（土）午後2 時～4 時 

於：玉佛堂 
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という法会を奉修します。 

どなた様にも、どうぞご参拝下さい。 
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