
                          
 

梅
雨
ま
だ
明
け
ぬ
六
月
。
し
か
し

も
う
真
夏
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ほ

ど
ま
で
に
暑
い
と
、
皆
さ
ん
さ
ぞ
か

し
ビ
ー
ル
が
進
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
て
そ
の
ビ
ー
ル
に
関
し
て
、
我

が
国
の
み
が
持
つ
特
徴
を
ご
存
じ
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
日

本
の
我
々
は
と
に
か
く

「
生な

ま

」
を
好
む
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
生
ビ
ー

ル
と
は
、
熱
処
理
を
せ

ず
、
発
酵
を
止
め
て
い

な
い
ビ
ー
ル
を
指
す
。

海
外
で
は
冷
蔵
庫
の
な

い
時
代
か
ら
ビ
ー
ル
を

飲
ん
で
い
る
た
め
、
生

で
は
な
く
常
温
で
保
存

が
で
き
、
香
り
高
い
も

の
の
方
が
好
ま
れ
る
と
い
う
。 

 

ビ
ー
ル
に
限
ら
ず
、
「
生
」
の
嗜

好
は
日
本
の
特
色
だ
ろ
う
。
何
よ
り

が
「
食
」
だ
。
鮨
、
刺
身
に
は
じ
ま

り
、
生
卵
に
馬
刺
し
ま
で
。
海
外
で

は
、
加
熱
殺
菌
が
常
で
あ
る
。
我
々

だ
っ
て
加
熱
し
な
い
こ
と
の
リ
ス
ク

は
承
知
だ
が
、
生
食
の
魅
力
は
余
り

に
捨
て
難
い 

。 
 

食
だ
け
で
は
な
い
。
今
年
、
フ
ァ

ジ
ア
ー
ノ
岡
山
の
生
観
戦
は
チ
ケ
ッ

ト
が
取
れ
な
い
ほ
ど
の
人
気
ぶ
り
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

海
外
も
同
じ
く
、
ス
ポ
ー

ツ
や
音
楽
、
そ
の
他
の
娯

楽
す
べ
て
、
テ
レ
ビ
で
観

る
よ
り
や
っ
ぱ
り
「
生
」

が
一
番
で
あ
ろ
う
。 

 

 

も
し
仏
教
と
い
う
広
大

な
思
想
体
系
の
中
で
、
密

教
と
は
何
か
？
と
問
わ
れ

る
な
ら
ば
、
「
生な

ま

の

仏
ほ
と
け

」

と
答
え
る
の
が
良
い
と
思

う
。
言
葉
や
図
像
で
加
工

さ
れ
た
仏
も
良
い
の
だ
が
、
無
加
工

の
「
生
の
仏
」
を
拝
し
、
自
身
も
生

身
の
ま
ま
仏
と
成
る
の
が
密
教
の
本

分
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
無
加
工
が
ゆ

え
に
扱
い
に
は
注
意
も
必
要
だ
が
、

そ
の
効
能
は
抜
群
で
あ
る
。（
龍
） 
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本
尊
大
祭 

五
月
五
日
よ
り
三
日
三
晩
、
本
尊

厨ず

子し

を
開
帳
し
、
檀だ

ん

越の
つ

精
し
ょ
う

霊
り
ょ
う

に
回

向
を
捧
げ
る
「
万ま

ん

灯と
う

万ま
ん

華げ

供
養 

本

尊
大
祭
」
を
奉
修
し
ま
し
た
。 

当
法
会
は
、
お
大
師
様
が
天
長
九

年
（
八
三
二
）
の
八
月
、
四し

恩お
ん

（
父

母
・
衆
生
・
国
王
・
三
宝
へ
の
恩
）

に
報
徳
す
る
た
め
に
高
野
山
上
に
て

修
さ
れ
た
「
万
灯
万
華
会
」
に
倣
う

も
の
で
、
法
会
期
間
中
、
ひ
た
す
ら

に
『
般は

ん

若に
ゃ

理り

趣し
ゅ

経
き
ょ
う

』
の
功
徳
を
弥い

や

増ま

し
、
本
尊
の
倍
増
法
楽
、
檀
越
精

霊
の
菩ぼ

提だ
い

を
ご
祈
念
申
し
上
げ
る
法

会
で
す
。 

堂
内
に
は
各
家
精
霊
の

戒
名
を
書
し
た
灯
篭
を
か

か
げ
、
同
じ
く
お
位
牌
を

本
尊
の
傍
に
安
置
し
、
併

せ
て
卒
塔
婆
供
養
も
行
う

中
、
龍

り
ゅ
う

門も
ん

住
職
は
全
九
座

に
わ
た
っ
て
「
理り

趣し
ゅ

三ざ
ん

昧ま
い

供く

養よ
う

法ぼ
う

」
を
修
し
、
僧
衆

は
「
般は

ん

若に
ゃ

理り

趣し
ゅ

経
き
ょ
う

」
を
唱

え
続
け
ま
し
た
。 

結
願
の
五
月
八
日
は
、

真
言
宗
岡
山
市
内
結
衆
の

各
御
寺
院
様
に
ご
参
集
い

た
だ
き
、
「
中

ち
ゅ
う

曲
き
ょ
く

理
趣
三

昧
法
会
」
を
奉
修
。
併
せ
て
今
年
は
、

倉
敷
市
西
岡
に
あ
る
真
言
宗
御
室
派

行
ぎ
ょ
う

願が
ん

院い
ん

御
住
職
・
林

は
や
し

康こ
う

悠ゆ
う

僧
正
よ

り
「
花
の
こ
こ
ろ
」
と
題
し
た
ご
法

話
を
賜
り
ま
し
た
。 

ご
参
拝
、
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し

た
す
べ
て
の
皆
様
に
、
心
よ
り
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

楽
陽
廟
春
秋
祭 

 

境
内
の
牡
丹
が
綺
麗
に
咲
い
た
四

月
二
十
一
日
、
永
代
供
養
塔
「
樂ら

く

陽よ
う

廟
び
ょ
う

」
に
祀
ら
れ
る
檀
徒
各
家
精
霊

に
回
向
を
捧
げ
る
法
会
「
春

し
ゅ
ん

秋
じ
ゅ
う

祭さ
い

」

を
奉
修
し
ま
し
た
。 

気
候
も
よ
く
、
ご
参
拝
い
た
だ
い

た
約
三
十
名
の
縁
者
皆
様
と
と
も
に
、

道
場
で
あ
る

玉
ぎ
ょ
く

佛ぶ
つ

堂ど
う

に
て
ご
法
楽

を
捧
げ
、
さ
ら
に
は
「
光こ

う

明
み
ょ
う

真し
ん

言ご
ん

」

を
唱
え
な
が
ら
樂
陽
廟
内
を
練ね

り
供

養
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

法
会
後
に
は
、

龍
り
ゅ
う

門も
ん

住
職
よ
り

お
大
師
様
の
教
え
に
つ
い
て
の
法
話

が
あ
り
、
お
接
待
で
は
毎
月
二
十
一

日
恒
例
の
う
ど
ん
に
加
え
、
今
回
は

お
善
哉
が
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。 

林 康悠 僧正 



寺
子
屋
文
化
講
座 

五
十
回
記
念
講
座 

「
長
泉
寺 

寺
子
屋
文
化
講
座
」
が

開
講
五
十
回
を
迎
え
た
三
月
二
十
五

日
、
岡
山
出
身
の
民
俗
学
者
・
神か

ん

崎ざ
き

宣の
り

武た
け

先
生
を
講
師
に
お
招
き
し
、
記

念
講
座
を
開
催
。
著
名
な
神
崎
先
生

が
講
師
と
い
う
こ
と
で
満
員
御
礼
の

賑
わ
い
と
な
り
ま
し
た
。 

先
生
は
、
ご
多
用
の
中
で
も
事
前

に
講
演
内
容
に
つ
い
て
ご
相
談
下
さ

り
、
当
講
座
の
趣
旨
を
十
分
に
汲
ん

で
下
さ
っ
た
上
で
「
霊れ

い

山ざ
ん

と
神
仏
」

と
い
う
演
題
を
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

富
士
山
に
は
じ
ま
り
備
前
の
熊
山
ま

で
、
い
わ
ゆ
る
「
霊
山
」
に
対
す
る

我
が
国
の
信
仰
の
歴
史
、
並
び
に
神

仏
習
合
の
精
神
文
化
に
つ
い
て
お
話

し
下
さ
り
、
と
て
も
深
い
内
容
な
が

ら
大
変
わ
か
り
や
す
く
、
ご
来
場
の

す
べ
て
の
皆
さ
ま
に
喜
ん
で
い
た
だ

け
た
も
の
と
存
じ
ま
す
。 

ま
た
同
講
座
第
五
十
一
回
目
は
、

五
月
十
九
日
に
岡
山
大
学
の
徳と

く

永な
が

誓せ
い

子こ

先
生
を
お
招
き
し
、
「
中
世
備
前

地
域
の
修し

ゅ

験げ
ん

」
に
つ
い
て
ご
講
演
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
同
じ

く
ご
好
評
を
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。 

今
後
も
引
き
続
き
岡
山
に
暮
ら
す

我
々
が
も
っ
と
地
元
を
知
り
、
心
豊

か
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
け
る
よ
う
、

地
域
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
の
講

座
を
開
催
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

仁
和
寺
・
高
野
山
参
拝
の
旅 

長
泉
寺

杖
じ
ょ
う

心し
ん

会か
い

は
四
月
十
二
日

～
十
三
日
、「
仁に

ん

和な

寺じ

・
高こ

う

野や

山さ
ん 

参

拝
の
旅
」
を
開
催
し
ま
し
た
。 

満
席
（
二
十
七
名
）
の
ご
参
加
を

い
た
だ
い
た
今
回
の
巡
礼
は
、
真
言

宗
御お

室む
ろ

派は

総
本
山
仁
和
寺
と
、
弘
法

大
師
空
海
様
が
ご
入
定
さ
れ
る
聖

地
・
高
野
山
奥
之
院
を
参
拝
す
る
も

の
で
、
当
会
の
原
点
に
立
ち
返
る
旅

で
も
あ
り
ま
し
た
。 

初
日
、
先
ず
訪
れ
た
京
都
・
仁
和

寺
は
、
「
御お

室む
ろ

桜
ざ
く
ら

」
が
満
開
を
迎
え
、

華
の
香
る
あ
た
た
か
い
春
風
に
包
ま

れ
な
が
ら
、
ま
る
で
極
楽
に
で
も
い

る
か
の
よ
う
な
（
参
加
者
談
）
、
素

晴
ら
し
い
参
拝
と
な
り
ま
し
た
。
普

通
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
旧
紫し

宸し
ん

殿で
ん

・
金こ

ん

堂ど
う

（
国
宝
）
へ
も
内
拝
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
当
山
と
も
ご
縁
の
深

い
橋
本
高こ

う

諄
じ
ゅ
ん

教
学
部
長
様
よ
り
ご

挨
拶
と
ご
法
話
を
賜
り
ま
し
た
。 

翌
日
の
高
野
山
は
あ
い
に
く
の
雨

模
様
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
ま

た
聖
地
な
ら
で
は
の
凛
と
し
た
空
気

を
引
き
立
て
て
お
り
、
と
て
も
良
い

お
参
り
と
な
り
ま
し
た
。
参
拝
者
皆

様
に
は
、
し
と
し
と
と
小
雨
が
降
る

中
、
お
大
師
様
が
今
も
な
お
静
か
に

祈
り
続
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
そ
の

息
吹
を
深
く
感
じ
て
い
た
だ
け
た
こ

と
と
思
い
ま
す
。 

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に

は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
引

き
続
き
「
長
泉
寺 

杖
心
会
」
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

神崎宣武先生 



               

当
山
第
二
十
五
世 

秀
昭
和
尚
十
三
回
忌
法
会  

光こ
う

研け
ん

名
誉
住
職
の
実
兄
で
、
昭
和

三
十
七
年
か
ら
同
五
十
二
年
ま
で
当

山
住
職
を
勤
め
た
宮
本
秀

し
ゅ
う

昭
し
ょ
う

和
尚

（
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
日
遷
化
）

の
十
三
回
忌
法
会
が
五
月
二
十
九
日
、

亡
き
和
尚
が
主
院
と
し
て
住
職
を
勤

め
ら
れ
た

中
ち
ゅ
う

蔵ぞ
う

院い
ん

（
玉
野
市
北
方
）

に
て
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。 

当
山
よ
り
光
研
名
誉
住
職
お
よ
び

龍
門
住
職
が
出
仕
し
、
報
恩
謝
徳
、

な
ら
び
に
倍
増
法
楽
を
ご
祈
念
申
し

上
げ
ま
し
た
。 

ご
詠
歌
巡
礼  

ごご

詠え
い

歌か

会か
い

恒
例
の
「
ご
詠
歌
巡
礼
」

は
四
月
十
五
日
、
香
川
県
直
島
に
あ

る
高
野
山
真
言
宗
極ご

く

楽ら
く

寺じ

様
を
参
拝
。

同
寺
は
理り

源げ
ん

大
師

聖
し
ょ
う

宝ぼ
う

尊
師
の
ご

開
山
で
、
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
年
）

に
敗
れ
直
島
に
立
ち
寄
っ
た
崇す

徳と
く

天

皇
を
弔
う
お
寺
で
す
。
歴
史
あ
る
本

堂
で
本
尊
阿
弥
陀
如
来
様
に
ご
詠
歌

を
奉
納
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
後
、

「
瀬
戸
内
芸
術
祭
」
開
幕
直
前
の

「
ア
ー
ト
の
島
」
を
堪
能
し
な
が
ら
、

お
昼
は
地
元
の
海
の
幸
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

ま
た
、
六
月
三
日
に
は
真
庭
市
種

の
真
言
宗
御
室
派
本ほ

ん

明
み
ょ
う

寺じ

様
を
参

拝
。
同
山
ご
住
職
よ
り
丁
重
な
る
お

も
て
な
し
を
い
た
だ
き
、
新
築
さ
れ

た
ば
か
り
で
美
し
く
、
か
つ
荘
厳
類

も
大
変
立
派
な
ご
本
堂
で
ご
詠
歌
を

お
唱
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
は
蒜
山
へ
立
ち
寄
り
、
ジ
ャ

ー
ジ
ー
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
舌
鼓
。

楽
し
い
一
日
と
な
り
ま
し
た
。 

さ
ら
に
は
六
月
十
日
、
あ
い
に
く

の
雨
天
に
見
舞
わ
れ
る
中
、
池
田
動

物
園
内
「
白し

ら

須す

賀が

観か
ん

音の
ん

堂ど
う

」
を
参
拝
。

白
須
賀
観
音
を
め
ぐ
る
藩
主
池
田
家

と
当
山
と
の
法
縁
に
感
謝
し
な
が
ら
、

ご
詠
歌
を
奉
納
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

な
お
、
長
泉
寺
ご
詠
歌
会
は
こ
の

度
、
こ
れ
ま
で
所
属
し
て
い
た
高こ

う

野や

山さ
ん

金こ
ん

剛ご
う

講こ
う

山
陽
地
方
本
部
が
本
年
三

月
末
日
を
以
っ
て
解
散
し
た
こ
と
に

つ
き
、
総
本
山
仁に

ん

和な

寺じ

が
所
管
す
る

「
御お

室む
ろ

金
剛
講
」
へ
転
入
し
、
新
た

に
支
部
を
設
立
し
ま
し
た
。
今
後
は
、

「
御
室
金
剛
講 

長
泉
寺
支
部
」
と

し
て
活
動
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

こ
の
度
、
来
る
七
月
十
二
日
奉

修
予
定
「
白
須
賀
観
音 

夏
ま
つ

り
」
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
、
株
式

会
社
Ｇ
Ｒ
Ｏ
Ｐ
様
（
代
表
取
締

役
・
原
田
竜
一
郎
様
）
よ
り
、
同

社
が
ス
ポ
ン
サ
ー
を
務
め
る
サ
ッ

カ
ー
Ｊ
リ
ー
グ
「
フ
ァ
ジ
ア
ー
ノ

岡
山
」
様
の
公
式
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

を
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心

よ
り
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

な
お
、
同
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
は
、

白
須
賀
観
音
夏
ま
つ
り
「
お
楽
し

み
抽
選
会
・
子
ど
も
の
部
」
に
お

い
て
、
当
選
者
に
贈
呈
さ
せ
て
い

た
だ
く
予
定
で
す
。 

 

㈱ＧＲＯＰ会長夫人・原田清子様（写真右） 

奉  納 

中蔵院本堂にて 令和 7年 5月 29日 



弘
法
大
師
ご
誕
生
慶
祝
法
会 

青
葉
ま
つ
り 

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
・
長
泉
寺
）
は
六
月
十
五
日
、
弘

法
大
師
空
海
様
の
ご
誕
生
を
慶
祝
し
、

お
大
師
様
と
参
拝
者
皆
様
と
の
ご
縁

を
深
め
る
「
青あ

お

葉ば

ま
つ
り
」
を
開
催

し
ま
し
た
。 

岡
山
市
内
の
真
言
寺
院
十
五
ヶ
寺

に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
る
岡
山
市
弘
法

大
師
降
誕
会
は
、
大
正
八
年
よ
り
毎

年
六
月
十
五
日
に
当
祭
を
開
催
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
本
年
は
、
岡
山
市

中
区
御
成
町
に
あ
る
真
言
宗
御
室
派

大だ
い

福ふ
く

寺じ

を
会
所
に
し
て
行
い
、
八
十

名
超
の
方
々
に
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
た
皆

様
に
は
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
た
同
会
は
、
毎
年
十
二
月
二
十

一
日
に
、
一
年
の
懺
悔
を
お
大
師
さ

ま
に
申
し
上
げ
る
「
終し

ま

い
弘
法 

懺ざ
ん

悔げ

会え

」
を
岡
山
市
北
区
磨
屋
町
に
あ

る
高
野
山
真
言
宗
金こ

ん

剛ご
う

寺じ

の
駐
車
場

に
て
奉
修
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

≪

岡
山
市
弘
法
大
師
降
誕
会≫

 

安
住
院
（
国
富
）
・
光
明
院
（
野
田
屋
町
）
・
金

剛
寺
（
磨
屋
町
）
・
常
福
寺
（
葵
町
）
・
最
城
院

（
七
日
市
）
・
上
興
院
（
玉
柏
）
・
上
生
院
（
桜

橋
）
・
大
福
寺
（
御
成
町
）・
長
泉
寺
（
南
方)

・

徳
与
寺
（
徳
吉
町
）・
仏
乗
寺(

門
田
本
町)

・
普

門
院
（
国
富
）
・
法
厳
院
（
磨
屋
町
）
・
法
萬
寺

（
原
）・
法
輪
寺(

国
富) 

                         

                         

青葉まつり 大福寺本堂での様子 

毎
年
８
月
恒
例
の
「
お
せ
が
き
行
」
は
、
近
年
の
酷
暑
を

鑑
み
、
本
年
よ
り
バ
ス
旅
の
実
施
を
取
り
止
め
ま
す
。 

長
泉
寺
本
堂
に
て
「
せ
が
き
法
会
」
の
み
を
奉
修
し
、
檀

信
徒
交
流
の
機
会
に
も
な
っ
て
い
た
バ
ス
旅
は
今
後
、
十

一
月
～
十
二
月
頃
（
予
定
）
に
別
の
企
画
を
以
っ
て
代
替

い
た
し
ま
す
。 

檀
信
徒
皆
様
に
は
ど
う
か
そ
の
旨
、
ご
理
解
、
ご
容
赦
賜

り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

お知らせ 
～毎夏恒例の「おせがき行」について～ 

岡山市弘法大師降誕会  

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 

 

灯
篭
流
し 

新
盆
の
御
方
を
は
じ
め
、

ど
う
ぞ
皆
様
に
は
ご
来
場
、

ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

 

記 

 

八
月
十
六
日
十
八
時
～ 

 

於 

西
川 

下
石
井
公
園 

 

灯
篭 

九
百
円 

当
日
千
円 

 
 

主
催 

岡
山
市
仏
教
会  



神
仏
習
合
⑤ 

 
 五

回
目
と
な
る
今
回
は
、
我
々
日

本
人
が
持
つ
神
仏
習
合
の
精
神
性
に

つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

 明
治
期
の
宗
教
変
革 

さ
て
、
前
回
ま
で
に
見
て
き
た
通

り
、
我
が
国
へ
仏
教
が
伝
来
し
た
六

世
紀
以
降
、
神
仏
が
互
い
に
守
護
し

合
う
形
で
、
一
、
三
〇
〇
年
以
上
に

わ
た
っ
て
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
は
習
合
し

て
き
ま
し
た
。 

そ
れ
が
劇
的
に
変
化
し
た
の
が
明

治
期
で
す
。
新
政
府
に
よ
っ
て
、
カ

ミ
と
ホ
ト
ケ
を
判
然
と
さ
せ
る
た
め

の
神
仏
分
離
政
策
が
推
進
さ
れ
、
全

国
各
地
の
神
社
と
寺
院
が
隔
絶
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
寺
院
の
既

得
権
益
に
対
す
る
不
満
、
並
び
に
国

学
を
推
進
す
る
側
か
ら
の
仏
教
批
判

も
絡
ま
り
、
ま
も
な
く
「
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈
し
ゃ
く

運
動
」
に
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト

し
て
し
ま
い
ま
す
。
※
そ
の
内
容
は

次
号
に
詳
記
し
ま
す
。 

廃
仏
毀
釈
の
結
果
、
全
国
に
存
在

し
た
約
九
万
ヶ
寺
の
半
分
が
廃
寺
と

な
り
ま
し
た
。
明
治
期
の
廃
仏
毀
釈

は
、
日
本
仏
教
史
に
お
け
る
最
大
の

事
件
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 皇
室
の
神
仏
分
離 

そ
の
よ
う
な
明
治
期
の
宗
教
変
革

に
お
い
て
、
さ
ら
に
重
要
な
意
味
を

持
つ
の
が
宮
中
の
変
化
で
す
。 

近
世
ま
で
の
天
皇
は
、
ま
さ
に
神

仏
習
合
の
体
現
者
で
あ
ら
れ
ま
し
た
。

即
位
礼
を
は
じ
め
、
様
々
な
宮
中
祭

祀
が
神
仏
両
式
で
修
さ
れ
、
神
仏
合

同
で
鎮
護
国
家
が
祈
ら
れ
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
「
王お

う

政せ
い

復ふ
っ

古こ

」
、
即
ち

「
祭さ

い

政せ
い

一い
っ

致ち

」
を
目
指
し
た
明
治
政

府
に
と
っ
て
、
天
皇
は
唯
一
「
現あ

ら

人ひ
と

神が
み

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
仏
式
の

儀
礼
は
す
べ
て
宮
中
か
ら
排
除
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 「
宗
教
」で
は
な
い
神
道
と
仏
教 

も
う
一
つ
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、

新
政
府
に
よ
る
神
道
の
扱
い
で
す
。

仏
教
を
「
宗
教
」
と
し
て
扱
っ
た
一

方
で
、
神
道
は
「
宗
教
」
と
は
違
う

も
の
と
し
て
扱
い
ま
し
た
。 

そ
も
そ
も
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉

自
体
が
明
治
期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
外
来
の

宗
教
（
＝R

e
lig

io
n

）
が
主
に
意
識

さ
れ
て
い
る
翻
訳
語
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
我
が
国
古
来
の
神
道
は
そ
れ

に
該
当
し
な
い
、
と
考
え
ら
た
の
で

す
。
即
ち
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
体
、

そ
れ
が
神
道
で
あ
り
、
国
民
が
崇
敬

す
べ
き
精
神
文
化
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
た
の
で
し
た
。 

も
ち
ろ
ん
現
在
で
は
、
戦
後
に
出

来
た
宗
教
法
人
法
の
下
、
神
社
本
庁

も
宗
教
法
人
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

「
政
教
分
離
」
の
原
則
を
持
つ
現
在

も
な
お
天
皇
が
神
式
で
各
種
御
儀
礼

に
臨
ま
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
す
。

制
度
上
は
「
宗
教
」
で
あ
っ
て
も
、

精
神
文
化
と
し
て
の
神
道
は
そ
れ
に

限
定
さ
れ
な
い
の
で
す
。 

一
方
の
仏
教
も
、
「
宗
教
」
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
は
な
っ
た
も
の

の
、
し
か
し
先
述
の
通
り
、
「
宗
教
」

は
明
治
期
以
降
に
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
言
葉
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、

我
が
国
に
は
も
と
も
と
「
宗
教
」
と

い
う
概
念
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
し
た
が
っ
て
近
世
ま
で
は
、

神
道
の
み
な
ら
ず
仏
教
に
つ
い
て
も

宗
教
だ
と
い
う
認
識
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
「
信
仰
」
は

あ
り
ま
し
た
。
時
代
が
変
遷
す
る
中

で
、
経
論
解
釈
や
そ
の
実
践
行
は

様
々
な
違
い
を
生
み
、
中
に
は
お
大

師
様
の
よ
う
に
宗
祖
と
な
る
よ
う
な

人
物
も
現
れ
て
き
ま
す
。
そ
の
違
い

は
「
宗

し
ゅ
う

（
か
つ
て
は
「
衆
」
と
も
）
」

と
し
て
、
現
在
に
ま
で
お
よ
ぶ
と
こ

ろ
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
違
い
が
カ

ミ
や
ホ
ト
ケ
を
否
定
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
違
い
は
あ
っ
て
も
、
神

仏
へ
の
信
仰
は
一
貫
し
て
持
ち
合
わ

せ
て
い
ま
す
の
で
、
「
宗
教
（
＝

R
e
lig

io
n

）
」
と
「
宗
」
は
似
て
非

な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 「宗
教
」は
個
人
が
選
ぶ
も
の 

仏
教
伝
来
以
降
、
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ

は
習
合
し
、
長
い
年
月
を
か
け
て
思

コ
ラ
ム 



想
的
に
も
文
化
的
に
も
強
化
さ
れ
て

い
っ
た
結
果
、
神
仏
習
合
は
実
に
一
、

三
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
き
ま

し
た
。
今
更
に
そ
れ
を
何
か
と
言
う

な
ら
ば
、
「
そ
う
い
う
宗
教
だ
っ
た
」

と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
一

千
年
以
上
も
続
く
と
、
「
宗
教
」
と

言
う
よ
り
空
気
や
水
の
よ
う
に
あ
た

り
前
に
存
在
し
、
そ
れ
に
対
し
て
何

の
疑
念
も
違
和
感
も
な
い
と
い
っ
た

状
態
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。 

現
在
、
我
が
国
に
お
い
て
「
宗
教
」

と
い
う
言
葉
が
放
つ
イ
メ
ー
ジ
は
、

個
人
が
自
分
の
意
志
で
選
び
、
信
じ

る
も
の
、
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
憲
法
に

も
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
日
本
国
憲

法
で
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る

国
民
一
人
ひ
と
り
が
持
つ
「
基
本
的

人
権
」
の
下
に
、
「
信
仰
の
自
由
」

が
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

「
宗
教
は
個
人
が
選
ぶ
は
ず
の
も
の
」

と
い
う
大
前
提
が
、
不
文
律
と
し
て

存
在
す
る
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。 

し
か
し
近
世
ま
で
は
「
宗
教
」
と

い
う
概
念
そ
の
も
の
が
な
い
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
個
人
が
そ
れ
を
選
ぶ

と
い
う
発
想
も
生
ま
れ
に
く
い
で
し

ょ
う
し
、
カ
ミ
や
ホ
ト
ケ
を
「
信
じ

る
」
と
か
「
信
じ
な
い
」
と
か
、
そ

う
い
う
思
考
も
弱
い
で
し
ょ
う
。 

い
わ
ば
、
カ
ミ
も
ホ
ト
ケ
も
そ
の

存
在
を
選
ぶ
前
に
過
不
足
な
く
与
え

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
暗
黙
の
大
前
提

を
共
同
体
全
体
で
共
有
し
て
い
る
時

代
だ
っ
た
の
で
す
。 

 今
日
の
神
仏
習
合 

で
は
現
代
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

か
つ
て
「
宗
教
」
が
な
く
、
共
同
体

全
体
が
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
を
自
然
に
享

受
し
て
い
た
明
治
期
以
前
と
ど
の
よ

う
に
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。 

明
白
な
の
は
神
社
が
あ
り
、
寺
院

が
あ
り
、
教
会
や
そ
の
他
の
宗
教
施

設
も
あ
る
と
い
う
の
が
現
代
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
別
々
の
宗
教
と
し

て
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
近
世
ま
で
に
は
あ
ま
り
な
か
っ

た
現
象
で
す
。 

と
は
い
え
現
代
で
も
、
神
道
と
仏

教
に
限
っ
て
は
未
だ
に
ハ
ッ
キ
リ
と

は
分
け
ら
れ
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。

明
治
期
の
神
仏
分
離
を
経
て
も
な
お
、

全
国
各
地
に

明
み
ょ
う

神じ
ん

や
権ご

ん

現げ
ん

は
現
在

進
行
形
で
祀
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
神

社
の
よ
う
な
寺
院
も
あ
れ
ば
、
寺
院

の
よ
う
な
神
社
も
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
自

分
自
身
の
宗
教
（
信
仰
）
が
神
道
だ

と
か
仏
教
だ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
自

覚
を
多
く
の
日
本
人
が
持
た
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
普
通
に
神
社
へ
も

行
く
し
寺
院
へ
も
行
く
し
、
家
に
は

神
棚
も
仏
壇
も
あ
る
、
い
ず
れ
も
ご

く
一
般
的
な
こ
と
で
す
。
仏
式
で
葬

儀
を
す
る
の
を
、
「
自
分
は
仏
教
徒

だ
か
ら
」
と
こ
と
さ
ら
に
理
由
付
け

す
る
人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
し
、
お

正
月
に
神
社
へ
初
詣
に
行
く
の
も

「
自
分
は
神
道
者
だ
か
ら
」
と
い
う

人
も
少
数
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
は

「
宗
教
」
と
し
て
と
言
う
よ
り
、
こ

の
国
に
生
き
る
者
と
し
て
ご
く
自
然

な
心
の
有
り
様
だ
と
言
う
方
が
的
確

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

な
お
、
そ
れ
は
信
仰
心
が
弱
い
と

い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

国
に
住
む
個
々
人
が
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ

の
一
方
を
わ
ざ
わ
ざ
選
ん
で
い
る
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
だ
け
で
、
む

し
ろ
現
代
を
生
き
る
我
々
も
神
仏
双

方
を
ご
く
自
然
に
享
受
し
、
そ
う
い

う
信
仰
を
社
会
共
同
体
と
し
て
維
持

し
続
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。 

明
治
の
神
仏
分
離
を
経
て
も
、

我
々
日
本
人
の
心
の
中
で
は
ず
っ
と

神
仏
習
合
は
続
い
て
い
る
の
で
す
。 

 

次
回
、
「
神
仏
習
合
」
に
つ
い
て

の
最
終
回
と
し
て
、
「
廃
仏
毀
釈
」

を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。（
続
く
） 

吉田神社（京都）「斎場所大元宮」 
※神道、仏教、儒教などの諸宗教統合を 
理想として、それを形に表している 

 



   

        

 

             

                         

   

    

                   

             

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 

 

■85回目 

7 月21 日（月祝） 13：30－16：00 
 

■86回目 

8 月30 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。 

 

講師： 平
ひら

松
まつ

典
のり

晃
あき

 先生 

岡山民俗学会 

7 月22 日 (火)     
19：00～20：30  

於：長泉寺本堂  
参加無料・定員 50名 

参加ご希望のお方には、 

事前にお申込み下さい。 

長泉寺 南方          

「日
中
仏
教
文
化
交
流
訪
問
」の
旅 

中
国 

洛
陽
・西
安  

10/16(木)～21(火) 

弘
法
大
師
入
唐
の
足
跡
と
、
真
言
法

流
の
ル
ー
ツ
を
た
ず
ね
ま
す
。
一
生
に

一
度
の
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
一
緒
し
ま
し
ょ
う
。 

主催 長泉寺 杖心会  ※詳細別紙 

後援 岡山市日中友好協会 

長泉寺合唱団Naga 
ハートフルコンサート 

 
～ 岡山大空襲 80年忌メモリアル ～ 

＆ 
～ Naga結成 10周年記念 ～ 

 
  

 

 
 
 

 
岡山大空襲以前と以後の岡山市街地写真を映写しながら 

ナーガの歌声をお聴きいただきます 

空襲によって失ったものと その後 80年間の歩みを通し 
平和の尊さを感じていただければ幸いです 

 

写真提供協力：岡山空襲展示室様・岡山県立記録資料館様・六高記念館様・渡辺泰多様 

 

6 月29 日（日）14:00～15:30 開場 13:30 

参加無料 

於：長泉寺本堂 

昭
和
５
年
の
岡
山
市
電
車
筋 

渡
辺
泰
多
氏
所
蔵
写
真 

 

報恩大師の伝承と信仰 

「白
須
賀
観
音 

夏
ま
つ
り
」 

奉
納 

の
ぼ
り
幡 

の
ご
案
内 

 

施
主
名
を
記
載
し
た
の
ぼ
り
幡
を
、
当
祭

開
催
１
週
間
前
よ
り
当
祭
開
催
日
ま
で
境

内
に
か
か
げ
ま
す
。
奉
納
施
主
を
お
勤
め
い

た
だ
け
ま
す
御
方
に
は
、
６
月
５
日
ま
で
に

当
山
ま
で
ご
一
報
下
さ
い
ま
せ
。 

金 

伍
千
円
也
／
幡
一
基 

回向 檀信徒各家精霊 

盂蘭盆総供養法会 
8 月15 日（金）9時～10時 受付 8時半～ 於：玉佛堂  

永代供養をされている方、お盆行時にお留守をされた方など、 
ご参列を希望される方にはお時間までにお位牌をご持参ください 

 

 


