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心地庭師晴静を空間が生みだ暮組若齢ま

樹齢約3千年のヒノキなど貴重で品質の高い木材を使用。

前廓から見上げた光景。木組みの美しさが際立っています。
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私
た
ち
の
お
寺
、
長
泉
寺
の
会
報
誌
。

順
調
に
建
築
が
進
ん
で
い
る
新
本

堂
は
、
完
成
予
定
日
ま
で
い
よ
い
よ

あ
と
一
年
余
り
と
な
り
ま
し
た
。

檀
信
徒
の
皆
様
方
よ
り
ご
奉
納
い

た
だ
い
た
瓦
も
す
っ
か
り
と
葺
か
れ
、

美
し
く
堂
々
と
し
て
し
か
も
優
し
い

姿
の
屋
根
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

現
在
は
建
物
内
部
の
壁
や
床
、
天
井

な
ど
を
造
っ
て
い
ま
す
が
、
安
全
の

た
め
、
皆
様
が
現
場
を
見
学
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
に
、

こ
の
記
事
で
内
部
の
様
子
を
少
し
で

も
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

屋
内
に
入
る
と
、
た
ち
ま
ち
何
と

も
い
え
な
い
香
気
に
全
身
を
包
ま
れ

ま
す
。
普
通
の
木
材
の
匂
い
と
は
ひ

と
味
違
う
、
樹
齢
を
重
ね
た
木
な
ら

で
は
の
、
深
く
優
し
い
香
り
で
す
。

た
と
え
ば
天
井
板
に
は
良
材
と
し

て
知
ら
れ
る
秋
田
杉
の
無
垢
材
を
使

用
し
、
そ
の
樹
齢
は
約
千
年
。
さ
ら
に
、

お
位
牌
を
奉
納
す
る
壇
の
手
前
、
ご

先
祖
様
を
お
参
り
さ
れ
る
方
が
立
つ

位
置
に
あ
た
る
床
材
に
は
、
な
ん
と

樹
齢
約
三
千
年
の
台
湾
櫓
を
使
用
し

ま
す
。
幅
三
尺
、
長
さ
三
間
半
、
厚

さ
一
寸
五
分
の
一
枚
板
で
、
こ
れ
ほ

ど
大
き
な
櫓
板
は
な
か
な
か
求
め
ら

れ
ず
、
現
在
の
建
築
物
で
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
上
質
な
木
材
が
、
伝
統

工
法
で
美
し
く
組
み
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
新
本
堂
は
、
き
っ
と
訪

れ
る
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
心
安
ら

ぐ
空
間
に
な
る
で
し
ょ
う
。
完
成
が

ほ
ん
と
う
に
待
ち
遠
し
い
で
す
ね
。



能登半島義援托鉢の様子

ト

ピ

ッ

ク

ス

富
岐
県
省
エ
ネ
ル
卑
ト
・
大
貴
の

七
、
㌢
二
・
1
一
丁
J
畔
高
手
ニ
∴
」

ミ
ネ
幼
稚
園
が
推
進
し
て
い
る
環

境
教
育
活
動
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
た

び
平
成
一
八
年
度
宮
城
県
自
然
エ
ネ

ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
大
賞
の
「
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
部
門
奨
励
賞
」
　
を

受
賞
し
ま
し
た
。
三
月
二
十
七
日
　
（
火
）

に
は
宮
城
県
庁
で
授
賞
式
が
行
わ
れ
、

県
知
事
よ
り
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

対
象
と
な
っ
た
活
動
は
、
「
み
や
ぎ

省
エ
ネ
行
動
宣
言
」
　
と
し
て
毎
日
実

行
し
て
い
る
電
力
と
水
道
の
使
用
量

削
減
で
す
。
園
児
と
職
員
全
員
が
楽

し
く
取
り
組
ん
で
い
る
点
が
、
高
い

評
価
を
受
け
ま
し
た
。

今
回
の
受
賞
を
励
み
と
し
て
、
寺

院
部
門
、
幼
椎
園
部
門
と
も
に
今
後

も
　
「
I
S
O
・
1
4
0
0
1
」
　
活
動

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

・
l
≡
［
言
古
■
■
二
子
十
・
と
　
▲

長
泉
寺
と
ミ
ネ
幼
稚
園
で
は
先
日
、

合
計
三
台
の
A
E
D
　
（
自
動
体
外
式

除
細
動
器
）
　
を
備
え
ま
し
た
が
、
い

ざ
と
い
う
時
に
適
切
な
対
処
が
で
き

る
よ
う
、
三
月
二
十
七
日
　
（
火
）
、
消

防
暑
か
ら
講
師
を
招
い
て
救
急
講
習

を
実
施
し
ま
し
た
。

ま
た
、
車
椅
子
も
新
た
に
購
入
し
、

高
齢
者
や
体
の
不
自
由
な
方
に
も
安

心
し
て
訪
れ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

設
備
の
充
実
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

能
登
半
島
地
震
被
災
地
騎
た
め
奄

義
援
托
鉢
を
術
瞑
琴
陸
猥

三
月
二
十
五
日
　
（
日
）
、
北
陸
地
方

を
襲
っ
た
震
度
六
強
の
大
地
震
に
よ
り
、

被
災
地
で
は
今
も
多
く
の
方
々
が
大

変
な
ご
苦
労
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
長
泉
寺
で
は
四
月
六
日
（
金
）
、

能
登
半
島
の
皆
様
へ
の
義
援
金
を
募

る
た
め
、
義
援
托
鉢
を
行
い
ま
し
た
。

角
田
市
内
を
巡
り
、
読
経
を
し
て
援

助
を
訴
え
た
と
こ
ろ
、
た
く
さ
ん
の

皆
様
か
ら
合
計
一
一
万
六
〇
二
五
円

の
義
援
金
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

義
援
金
は
、
共
同
募
金
会
を
通
し

て
被
災
地
へ
寄
付
い
た
し
ま
し
た
。

皆
様
の
ご
協
力
に
感
謝
し
ま
す
。

弊
豪
こ
し
し
二
日
∴
1
草
ヱ
・
一
・
モ
l

N
H
K
教
育
テ
レ
ビ
　
『
こ
こ
ろ
の

時
代
』
　
で
四
月
八
日
　
（
日
）
、
長
泉
寺

本
堂
の
棟
梁
を
さ
れ
て
い
る
鳩
工
舎

舎
主
・
小
川
三
夫
氏
出
演
の
　
「
木
と

話
し
、
人
を
育
て
る
」
　
が
放
送
さ
れ

ま
し
た
　
（
昨
年
十
一
月
の
再
放
送
）
。

本
堂
を
建
築
し
て
い
る
若
い
宮
大

工
さ
ん
た
ち
の
姿
も
放
送
さ
れ
、
ひ

た
む
き
な
仕
事
ぶ
り
と
ア
ッ
ト
ホ
ー

ム
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

放
送
後
、
こ
の
よ
う
な
立
派
な
宮
大

工
さ
ん
に
私
た
ち
の
お
寺
の
本
堂
を

再
建
し
て
い
た
だ
き
あ
り
が
た
い
、

と
喜
び
や
感
謝
の
声
が
た
く
さ
ん
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。

長
泉
専
境
内
馨
整
備
』
窓
』
應
窃

長
泉
寺
境
内
に
お
け
る
春
の
整
備

状
況
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

自
然
環
境
の
整
備
と
し
て
は
、
墓

地
と
北
側
通
路
の
樹
木
を
伐
採
し
、

植
物
生
育
の
た
め
に
適
度
な
調
整
を

行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ア
ー
モ
ン
ド

の
木
や
サ
ク
ラ
の
木
な
ど
十
数
本
植

樹
し
ま
し
た
。

そ
の
他
、
ミ
ネ
幼
稚
園
人
口
前
に

東
屋
を
設
置
し
ま
し
た
の
で
、
保
護

者
の
皆
様
の
ご
歓
談
や
お
墓
参
の
休

憩
所
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
っ

長
泉
寺

散
策
ネ
ロ

文
山
廟

牢
宇
姫
の
墓
石

伊
達
政
宗
公
息
女
で
あ
り
石
川
宗

敬
公
夫
人
の
　
「
牟
宇
姫
」
と
い
え
ば
、

毎
年
ひ
な
祭
り
の
時
期
に
角
田
市
郷

土
資
料
館
で
開
催
さ
れ
る
ひ
な
人
形

展
で
お
な
じ
み
で
す
。
し
か
し
、
そ

の
牟
宇
姫
の
お
墓
が
長
泉
寺
に
あ
る

こ
と
は
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

石
川
氏
菩
提
寺
の
長
泉
寺
に
は
、

歴
代
の
角
田
城
主
一
族
を
ま
つ
る
廟

所
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ひ
と
つ
　
「
文

山
廟
」
に
牟
字
姫
の
墓
石
が
あ
り
ま
す
。

郷
土
の
歴
史
に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
、

と
き
に
は
ゆ
っ
く
り
と
長
泉
寺
境
内

を
散
策
し
、
牟
字
姫
を
お
参
り
し
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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○○⑳◎○◎Q
◆『不揃いの木を組む』（小川三夫・著）当選

【角田市】大内トシ子、小田川かつ子、櫛田由男、志伯久士、
鈴木勇男、百々文男、渡辺征－、渡部智子
【仙台市】秋山源悦【丸森町】小野明美（敬称略／計10名様）

◆『めざすは飛鳥の千年瓦』（山本清叫等）当選

【角田市】我妻哲子、大槻寿雄、佐藤義衛、三文字容子、
柴口由美子、千葉えい子、豊岡浩一【丸森町】佐藤睦男
【福島市】高橋佳美【北海道】遠藤洋平（敬称略／計10名様）

「不揃いの木を組む」の著書当選の由に
て思わぬ幸運に喜んでおります。御寺の

本堂改築の最なかこの本を頂き生涯の
記念として孫たち迄読み伝えて参りたい
と存じます。（横田由男様のお手紙より）

喜寄当
びせ選

錆義‾　■たか

ら

私宅は角田に住み百年近く粘土瓦製造
を営んで来たのですが（中略）我が家の
者達が山本師の一代記を拝読し、祖父
や父親の苦労をしのぶ事が出来たら幸
だと話合い、応募させていただきました。

（千葉えい子様のお手紙より）

鞘
∴
ギ
認
主

鞋
・
h
　
ん
の

心
に
浮
か
奈

．
査
　
こ

住
職
を
何
て
呼
べ
ば
い
い
の
か
な
？

田
辺
聖
子
原
作
、
朝
の
N
H
K
連

続
ド
ラ
マ
　
『
芋
　
た
こ
　
な
ん
き
ん
』

を
楽
し
く
見
ら
れ
た
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
こ
の
私
も
そ
の
中
の
一
人

で
し
た
。
舞
台
が
大
阪
の
た
め
小
気

味
よ
い
関
西
弁
が
ボ
ン
ボ
ン
と
登
場

し
て
、
何
と
も
リ
ズ
ム
感
の
よ
い
ド

ラ
マ
で
し
た
。
さ
て
、
話
の
中
に
ご

住
職
が
登
場
す
る
の
で
す
が
、
「
ド
ラ

マ
の
中
で
ご
住
職
を
　
（
関
西
弁
で
）

何
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
か
？
　
方

丈
さ
ん
教
え
て
下
さ
い
」
と
幾
人
か

の
ひ
と
に
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。

ド
ラ
マ
の
中
で
は
、
オ
ジ
エ
ツ
サ
ン
、

ゴ
イ
ン
サ
ン
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

オ
ジ
エ
ツ
サ
ン
と
は
御
住
持
さ
ま
、

ゴ
イ
ン
サ
ン
と
は
御
院
主
さ
ま
の
耽

り
で
、
と
も
に
寺
の
住
職
と
い
う
意

味
で
す
　
（
院
主
…
寺
院
の
主
、
つ
ま

り
住
職
）
。
こ
れ
と
は
別
に
ホ
ウ
イ
ン

（
法
印
）
　
さ
ん
と
言
う
場
合
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
住
職
と
い
う
よ
り
僧

侶
全
般
を
指
す
言
葉
で
す
。

ま
た
禅
寺
の
住
職
を
ホ
ウ
ジ
ョ
ウ
　
（
方

丈
）
　
サ
ン
と
も
言
い
ま
す
が
、
方
丈

と
は
本
来
一
丈
四
方
つ
ま
り
畳
四
畳

半
の
部
屋
と
い
う
意
味
で
、
天
竺
の

維
摩
居
士
の
居
室
が
方
丈
の
間
だ
っ

た
こ
と
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

映
画
　
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
　
で
は
、

笠
智
衆
が
扮
す
る
帝
釈
天
の
ご
住
職

を
ゴ
ゼ
ン
サ
マ
　
（
御
前
様
）
　
と
呼
ぶ

よ
う
で
す
が
、
御
前
様
に
は
住
職
の

意
味
は
一
般
的
に
は
な
く
、
た
だ
住

職
を
尊
ん
で
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

先
年
、
私
の
晋
山
式
に
お
出
で
い

た
だ
き
御
導
師
を
い
た
だ
い
た
前
曹

洞
宗
管
長
で
前
大
本
山
維
持
寺
貫
主

の
板
橋
興
宗
禅
師
は
、
「
役
職
を
退
い

た
の
だ
か
ら
俺
の
こ
と
を
禅
師
と
呼

ぶ
な
。
禅
師
と
呼
ん
だ
ら
返
事
を
し

な
い
ぞ
。
方
丈
サ
ン
、
或
い
は
和
尚

サ
ン
と
呼
べ
」
　
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
誰
も
が
畏
れ
多
く
て
今
で

も
禅
師
の
呼
称
の
ま
ま
に
慕
い
、
禅

師
も
相
変
わ
ら
ず
オ
ー
イ
と
返
事
し

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
私
も
ま
だ
ま

だ
未
熟
者
の
修
行
僧
、
ホ
ウ
ジ
ョ
ウ

サ
ン
と
声
を
か
け
ら
れ
る
た
び
に
首

が
す
く
む
思
い
を
し
て
い
ま
す
。

小
説
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
モ
デ
ル

関
根
嵩
司
－
紹
介
者
／
堀
川
三
四
郎
－

勝
山
一
義
・
著

表
題
作
は
、
新
潟
県
の
関
根
学
園

高
校
の
元
校
長
で
あ
る
著
者
が
、
夏

目
淑
石
の
小
説
　
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
　
の

主
人
公
は
、
学
園
創
立
者
で
あ
る
関

根
萬
司
氏
が
モ
デ
ル
で
は
な
い
か
と

仮
説
し
、
綿
密
な
取
材
を
も
と
に
論

文
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

そ
の
関
根
萬
司
氏
は
、
な
ん
と
明

治
期
の
宮
城
県
第
四
中
学
校
　
（
現
在

の
角
田
高
校
）
　
で
数
学
教
師
と
し
て

勤
務
し
て
い
た
と
の
こ
と
。
ま
た
、

同
じ
く
漱
石
の
小
説
　
『
三
四
郎
』
　
の

モ
デ
ル
と
思
わ
れ
る
堀
川
三
四
郎
氏

も
英
語
教
師
と
し
て
角
田
高
校
に
在

籍
し
て
い
た
な
ど
、
郷
土
の
歴
史
と

文
豪
の
代
表
作
に
深
い
縁
を
感
じ
て

楽
し
め
る
、
お
す
す
め
の
一
冊
で
す
。

小
説
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

の
モ
デ
ル

関
根
蔦
司
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∵
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∵
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轟
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賛
診
そ
丁
寧
長
与
ご
や
告
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■
り
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才
′
r

A
卑
小
碁
孟
患
え
貰
㊨
魂
“
蒜
だ
象
卜
ゝ
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等

Y
r
声
デ
∑
怨
、
■
芸
三
千
密
雲
真
言
ふ
†
ネ
土
電

解
日
揮
か
2
人
水
雷
1
茅
痛
い
芸
品
と
．
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風
品

て
濱
わ
め
や
慮
卜
阜
′
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芸
・
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方
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喜
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意
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本尊量陀羅［観音蔓陀羅・薬師量陀羅］二幅セット
未表装、それぞれ縦90cmX横130cm、恵精細印刷

♯表具・額入れ等は当選者様ご自身でお願いします

お位牌奉納イメージト

奉納用お位牌見本

」F二　i
超去』鵬⊥一

大／三方総金箔押位牌［高さ：39．0cm］
小／三方金札黒塗位牌［高さ：27．5cm］

巳田口田旧日計B
長泉寺の広報・会報誌『峯のたより』は、

現在進行している本堂再建事業と同じように、

私たち皆の手でつくりだすものです。角田

から発信する文化事業として意義ある誌面
づくりをめざすため、どうか積極的なご参

加を願います。

たとえばこんなおたよりをお待ちしています。

◆仏教、曹洞宗、禅などについてのご質問

◆本誌やお寺へのご意見・ご要望など

◆角田の風物や文化・歴史をテーマとした

俳句・抽歌・写真などの作品

◆身近なニュース、廿常の中で見

面白いできごとなど、自由な

おたよりもお気軽にお寄せください†

〒981－1505

宮城県角田市角田字長泉寺69番地

長泉寺『享のたより』発行所

昨
年
よ
り
ご
案
内
差
し
上
げ
て
お

り
ま
す
よ
う
に
、
新
本
堂
の
両
室
内

（
ご
本
尊
様
の
両
隣
り
）
　
と
位
牌
堂

に
は
、
希
望
さ
れ
る
皆
様
方
の
お
位

牌
を
安
置
し
、
永
代
に
わ
た
っ
て
ご

供
養
い
た
し
ま
す
。

数
百
年
先
ま
で
を
視
野
に
入
れ
、

日
本
の
伝
統
工
法
で
建
て
ら
れ
る
新

本
堂
、
そ
し
て
堅
牢
な
防
火
構
造
を

採
用
し
た
位
牌
堂
は
、
皆
様
方
の
ご

先
祖
様
を
大
切
に
お
守
り
し
ま
す
。

広
々
と
し
た
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し

て
い
る
た
め
現
在
よ
り
も
多
く
の
お

位
牌
を
安
置
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま

だ
充
分
に
受
付
可
能
で
す
が
、
奉
納

を
希
望
さ
れ
る
方
は
で
き
る
だ
け
お

早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

近
日
中
に
申
込
書
を
配
布
い
た
し

ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
を
逃
さ
ず
お

申
し
込
み
を
ご

検
討
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
、
よ

ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
っ

曹
洞
宗
の
檀
信
徒
で
あ
り
、
日

本
′
の
歴
史
を
題
材
に
し
た
細
密
画

な
ど
を
作
風
と
す
る
画
家
・
高
橋

ア
キ
ラ
さ
ん
の
作
品
を
、
抽
選
で

5
名
様
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

こ
の
　
「
本
尊
皇
陀
羅
」
　
は
、
四

国
霊
場
八
十
八
カ
所
に
安
置
さ
れ

て
い
る
本
尊
を
写
真
家
の
櫻
井
恵

武
さ
ん
が
撮
影
し
、
そ
の
写
真
集

な
ど
を
も
と
に
高
橋
画
伯
が
細
密

画
と
し
て
制
作
し
た
も
の
。

約
八
十
八
日
間
か
け
て
　
「
一
筆

三
礼
」
　
の
思
い
を
込
め
て
描
か
れ

た
と
い
う
、
見
事
な
作
品
で
す
。

★
ぉ
た
よ
り
は
い
っ
で
も
大
敵
琴
す
、

■
二
三
三
三
喜
田

た

　

の

し

で

き

　

マ

闘

一テ
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