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買習墓長泉寺
国際環境甥格IS0－14001認証取得のお寺

平成二十年九月十番。酎藍本）、
長泉寺新本堂が落慶しました。

本尊釈迦牟尼傍（仏師・佐藤栖鳳作）

ミネ幼稚園年長児と保護者による稚児行列が参道を練り歩きました。

檀
信
徒
の
皆
様
方
と
と
も
に
再
建
し
て
ま

い
り
ま
し
た
長
泉
寺
の
新
本
堂
が
、
地
鎮
式

か
ら
三
年
余
り
の
歳
月
を
経
て
つ
い
に
完
成

し
、
お
か
げ
さ
ま
で
め
で
た
く
落
慶
の
日
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
ま

し
て
、
篤
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

去
る
平
成
二
十
年
九
月
十
八
日
　
（
木
）
　
に

執
り
行
わ
れ
た
落
慶
式
は
、
秋
晴
れ
の
空
に

響
き
渡
る
花
火
の
音
で
始
ま
り
ま
し
た
。
ま

ず
は
雅
楽
隊
を
先
頭
に
、
雅
や
か
な
音
色
に

合
わ
せ
て
ミ
ネ
幼
稚
園
年
長
児
の
か
わ
い
い

稚
児
行
列
が
参
道
を
歩
み
、
そ
の
後
を
宮
大

工
、
再
建
委
員
の
皆
様
、
僧
侶
の
順
に
続
い

て
新
本
堂
へ
。
行
列
が
新
本
堂
前
に
到
着
す

る
と
、
鳩
工
合
の
小
川
三
夫
棟
梁
よ
り
檀
信

徒
代
表
の
鎌
田
稔
再
建
委
員
長
へ
新
本
堂
の

鍵
が
手
渡
さ
れ
、
い
よ
い
よ
　
「
開
扉
」
　
と
な

り
ま
し
た
。
「
新
し
い
心
の
拠
り
所
が
私
た

ち
に
開
か
れ
た
」
　
と
い
う
感
動
の
中
で
、
岩

沼
市
剣
道
連
盟
居
合
道
部
会
に
よ
る
　
「
魔
切

り
」
　
（
真
剣
を
使
っ
た
浄
め
の
儀
式
）
　
が
奉

納
さ
れ
、
東
京
詔
書
会
に
よ
る
慶
祝
雅
楽
吹

奏
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

午
前
十
時
よ
り
、
瑞
應
寺
専
門
僧
堂
堂
良
・

楢
崎
通
元
老
師
を
導
師
と
し
て
本
尊
釈
迦
牟

尼
彿
・
章
駄
尊
天
像
の
開
眼
供
養
と
新
本
堂

落
慶
法
要
を
、
続
い
て
長
泉
寺
住
職
・
奥
野

成
賢
を
導
師
と
し
て
檀
信
徒
総
供
養
を
執
り

行
い
ま
し
た
。
読
経
と
と
も
に
参
列
者
全
員

が
焼
香
し
、
こ
の
瞬
間
か
ら
、
伽
藍
の
守
護

神
で
あ
る
章
駄
天
様
が
新
本
堂
を
護
っ
て
く

だ
さ
り
、
ご
本
尊
様
が
檀
信
徒
の
皆
様
の
家

門
繁
栄
と
子
孫
長
久
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
新
本
堂
再
建
に
際
し

て
皆
様
方
か
ら
奉
納
さ
れ
た
お
位
牌
も
、
こ

う
し
て
ご
本
尊
様
と
と
も
に
安
置
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
ど
う
ぞ
い
つ
で
も
お
参
り
に
い
ら

し
て
く
だ
さ
い
。



童駄尊天像（彫刻家・及川茂作）
ご本尊様・室駄尊天像の開眼供養と新本堂落慶

法要をされた瑞應寺専門僧堂堂長・楢崎通元老師。

長泉寺住職・奥野成賢を導師とする檀信徒総供義の際には

参列者全員で焼香を行いました。

写真上：迫力あふれる「火伏せの虎舞」
写真中：大きな反響を呼んだ「みちのくプロレス」
写真下：「閃雷」の演奏に皆さんで拍手喝采「林家いっペいこ一行」による落語会

法
要
の
後
に
行
わ
れ
た
落
慶
式
典
は
、
三

文
字
正
彦
責
任
役
員
に
よ
る
開
式
の
言
葉
で

始
ま
り
、
鎌
田
稔
再
建
委
員
長
か
ら
の
ご
挨

拶
・
経
過
報
告
を
経
て
、
再
建
事
業
に
尽
力

さ
れ
た
皆
様
へ
の
感
謝
状
贈
呈
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
油
井
敬
夫
前
総
代
長
を
は
じ
め
、
鎌

田
稔
再
建
委
員
長
、
篤
志
寄
進
者
・
鈴
木
俊

輔
様
に
曹
洞
宗
管
長
賞
典
が
贈
ら
れ
、
工
事

関
係
者
を
代
表
し
て
鴎
工
舎
・
小
川
三
夫
棟

梁
へ
、
ま
た
ご
本
尊
様
を
造
仏
さ
れ
た
仏
師
・

佐
藤
栖
鳳
様
へ
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

続
い
て
多
く
の
皆
様
か
ら
い
た
だ
い
た
祝
辞

を
ご
紹
介
し
、
住
職
が
謝
辞
を
述
べ
て
閉
式

と
な
り
ま
し
た
。
閉
式
の
言
葉
は
、
葉
坂
恒

夫
責
任
役
員
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
。

落
慶
法
要
が
行
わ
れ
た
日
の
午
後
に
は
、

新
本
堂
で
彿
前
結
婚
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
「
新

本
堂
で
最
初
の
仏
事
は
お
め
で
た
い
こ
と
か

ら
」
　
と
い
う
思
い
で
、
本
堂
再
建
中
か
ら
結

婚
式
を
挙
げ
ら
れ
る
カ
ッ
プ
ル
を
募
集
し
、

そ
れ
が
実
現
し
た
慶
事
で
し
た
。
こ
の
記
念

す
べ
き
日
に
挙
式
さ
れ
た
ご
夫
婦
の
新
郎
は
、

新
本
堂
建
築
を
手
が
け
て
く
だ
さ
っ
た
鴨
工

舎
の
宮
大
工
さ
ん
で
す
。
千
年
先
ま
で
子
孫

に
受
け
継
が
れ
る
新
本
堂
の
よ
う
に
、
お
ふ

た
り
の
幸
せ
は
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
で
し

ょ
う
。
本
当
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
落
慶
法
要
の
前
日
　
（
九
月
十
七
日
）

に
行
わ
れ
た
祝
賀
イ
ベ
ン
ト
も
、
檀
信
徒
を

は
じ
め
す
る
地
域
の
皆
様
に
大
勢
お
集
ま
り

い
た
だ
き
、
お
か
げ
さ
ま
で
大
盛
況
と
な
り

ま
し
た
。

祝
賀
イ
ベ
ン
ト
は
紅
白
餅
つ
き
で
始
ま
り
、

続
い
て
　
「
火
伏
せ
の
虎
舞
」
　
が
披
露
さ
れ
ま

し
た
。
大
き
く
広
げ
た
翼
の
よ
う
な
新
本
堂

の
屋
根
を
舞
台
に
、
五
頭
の
虎
が
舞
い
躍
る

光
景
は
じ
つ
に
雄
大
で
、
見
る
者
す
べ
て
を

魅
了
す
る
美
し
さ
で
し
た
。
「
火
伏
せ
の
虎
舞
」

と
は
、
宮
城
県
加
美
町
の
旧
中
新
田
地
区
に

室
町
時
代
か
ら
伝
わ
る
防
火
祈
願
の
伝
統
芸

能
で
す
。
二
部
構
成
で
行
わ
れ
た
舞
い
の
間

に
は
餅
ま
き
も
あ
り
、
落
慶
の
喜
び
を
皆
で

味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

津
軽
三
味
線
と
和
太
鼓
の
グ
ル
ー
プ
　
「
閃

雷
」
　
に
よ
る
演
奏
も
好
評
で
し
た
。
奏
者
の

五
人
は
、
非
常
に
若
い
人
た
ち
で
あ
り
な
が

ら
三
味
線
全
国
大
会
日
本
一
な
ど
多
く
の
実

績
を
持
つ
、
人
気
グ
ル
ー
プ
で
す
。
こ
の
日

の
演
奏
を
聴
い
た
人
々
の
手
拍
子
や
笑
顔
は
、

「
閃
雷
」
　
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
楽
し
い
思

い
出
と
な
っ
た
よ
う
で
し
た
。
・

意
外
性
の
あ
る
催
し
と
し
て
大
き
な
反
響

を
呼
ん
だ
の
は
　
「
み
ち
の
く
プ
ロ
レ
ス
」
　
に

よ
る
　
「
長
泉
寺
杯
争
奪
バ
ト
ル
ロ
イ
ヤ
ル
」

で
し
た
。
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
み
ち
の
く
プ
ロ
レ
ス
は
岩
手
県
議
も
務

め
た
ザ
・
グ
レ
ー
ト
・
サ
ス
ケ
氏
を
中
心
と

し
た
地
域
密
着
型
の
プ
ロ
レ
ス
団
体
で
す
。

こ
の
日
は
、
ミ
ネ
幼
稚
園
の
園
児
を
対
象
と

し
た
プ
ロ
レ
ス
教
室
も
行
わ
れ
る
な
ど
、
人

気
レ
ス
ラ
ー
た
ち
の
多
彩
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
に
熱
い
声
援
が
飛
び
ま
し
た
。

夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
は
　
「
林
家
い
っ
ぺ

い
ご
一
行
」
　
に
よ
る
落
語
会
が
催
さ
れ
ま
し

た
。
林
家
い
っ
平
師
匠
が
長
泉
寺
の
た
め
に

特
別
に
結
成
し
た
一
門
会
に
よ
る
、
前
座
・

二
つ
目
を
入
れ
込
ん
だ
本
格
的
な
落
語
会
で
、

落
慶
の
前
夜
祭
は
笑
顔
い
っ
ぱ
い
の
お
ひ
ら

き
と
な
り
ま
し
た
。



、二二＝三二二二二

＼二±＝＝〒〒ゝ

‾‾‾「三≡二二二二11

至・、主・－

発行：文蛮春秋
定価：本体1，524円＋税

l■l■＝・三l一・・‾こl二一m丁子∵小一…l＼18二・＿■”ヰ

新
本
堂
落
慶
記
念
品
に
つ
い
て

こ
の
た
び
の
新
本
堂
落
慶
を
記
念
し
て
、

檀
信
徒
の
全
世
帯
の
皆
様
へ
左
記
の
記
念
品

を
差
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
う
ち
書
籍
『
長
泉

寺
本
堂
再
建
』
は
十
二
月
刊
行
予
定
で
す
の

で
、
す
べ
て
の
準
備
が
で
き
次
第
、
お
渡
し

し
ま
す
。
も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

○
落
慶
記
念
品

①
蓑
蒜
芸
叢
蒜
窟
宗
聖
文
妻
春
秋
社
・
発
行

②
欒
監
笠
轟
泉
専
務
堂
飼
出
来
率
墨
澄

仙
台
放
送
O
X
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
・
制
作

③
ニ
軋
信
筏
駒
撃
興
　
　
売
国
既
裏
革
苛
』

仏
教
文
化
振
興
会
・
発
行

予
∵
．
王
手
∴
‖
言
守
∴
∴
∵
廿

皆
様
か
ら
の
ご
喜
捨
に
感
謝
し
ま
す

本
堂
再
建
事
業
に
際
し
ま
し
て
は
、
皆
様

方
よ
り
多
く
の
ご
喜
捨
を
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
『
峯
の
た
よ
り
』
編
集
部
か
ら
も
心

よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
詳
し
い
会
計

報
告
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
二
年
に

お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

長
泉
寺
・
年
末
年
始
の
行
事
予
定

「
師
走
」
　
の
字
そ
の
ま
ま
に
、
住
職
は
師

家
養
成
所
研
修
で
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
国
際
禅

道
尼
苑
か
ら
戻
っ
て
す
ぐ
に
大
本
山
総
持
寺

で
の
研
修
に
向
か
う
な
ど
、
留
守
の
多
い
日
々

が
続
い
て
お
り
ま
す
。
皆
様
方
に
は
ご
不
便

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
協
力
の
程
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
さ
て
、
長
泉
寺
の
年
末

年
始
行
事
で
す
が
、
主
な
予
定
は
左
記
の
よ

う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
年
も
あ
と
わ
ず

か
と
な
り
ま
し
た
。
か
ら
だ
に
気
を
つ
け
て
、

一
日
一
日
を
大
切
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

閥
周
臓
団
墓
〉

御
開
山
忌

臓
周
閥
国
有
》

役
員
移
動
研
修
会
（
年
末
役
員
会
）

閥
周
詣
里
杢

歳
末
助
け
合
い
托
鉢

∵
二
言
「
三
∴
」

除
夜
の
鐘

升
周
冨
岡
石
英

新
年
大
般
若
祈
祷
会
、
新
年
役
員
会

『
棟
梁
　
技
を
伝
え
、
人
を
育
て
る
』

小
川
三
夫
・
著
　
（
聞
き
書
き
・
塩
野
米
松
）

私
た
ち
の
新
本
堂
を
　
「
宮
大
工
人
生
の
集

大
成
」
　
と
し
て
手
が
け
て
く
だ
さ
っ
た
、
鴨

工
舎
の
小
川
三
夫
棟
梁
が
、
舎
主
引
退
を
機

に
出
版
さ
れ
た
記
念
す
べ
き
著
書
で
す
。

「
法
隆
寺
最
後
の
宮
大
工
」
　
西
岡
常
一
棟

梁
に
弟
子
入
り
し
た
修
業
時
代
か
ら
、
鴨
工

舎
を
設
立
し
て
多
く
の
弟
子
を
育
て
上
げ
る

ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
あ
ま

す
と
こ
ろ
な
く
語
ら
れ
、
塩
野
米
松
さ
ん
に

よ
る
聞
き
書
き
に
よ
っ
て
一
つ
ひ
と
つ
の
言

葉
が
い
き
い
き
と
心
に
響
い
て
き
ま
す
。

日
本
古
来
の
伝
統
工
法
に
よ
っ
て
新
本
堂

が
建
築
さ
れ
て
い
く
様
子
を
、
長
く
見
守
っ

て
き
た
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
は
、
鳩
工
舎
の
工

人
た
ち
が
働
く
姿
を
目
に
さ
れ
る
機
会
も
多

か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
様
子
を
思
い
返
し

な
が
ら
、
小
川
棟
梁
が
お
弟
子
さ
ん
た
ち
に

ど
ん
な
こ
と
を
教
え
、
ど
ん
な
工
人
に
育
て

上
げ
よ
う
と
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
読

む
こ
と
は
、
大
変
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
の
新
本
堂
は
　
「
千
年
先
の
子
孫
へ

も
受
け
継
い
で
い
け
る
よ
う
な
、
心
の
拠
り

所
を
」
　
と
い
う
願
い
で
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

千
年
と
い
う
長
大
な
時
間
を
視
野
に
入
れ
て

建
物
を
建
て
る
宮
大
工
と
は
、
い
っ
た
い
ど

ん
な
教
え
で
育
て
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
ん
な
疑
問
を
解
く
鍵
と
な
る
言
葉
が
、

こ
の
本
で
は
随
所
に
発
見
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
第
七
章
か
ら
一
文
を
引
用
し
て

み
ま
す
と
　
「
法
隆
寺
な
ん
か
は
、
不
揃
い
の

部
材
で
で
き
て
る
と
い
う
こ
と
や
。
そ
れ
で

も
千
三
百
年
持
っ
て
る
ん
だ
。
も
し
か
し
た

ら
、
そ
れ
だ
か
ら
千
三
百
年
持
っ
て
る
の
か

も
し
れ
ん
。
木
を
割
る
と
い
う
の
は
木
の
繊

維
を
生
か
す
こ
と
や
。
性
質
を
無
理
に
寸
法

に
合
わ
せ
て
な
い
ん
だ
。
（
中
略
）
　
形
は
不

揃
い
で
も
い
い
。
そ
れ
を
ど
う
使
う
か
で
、

う
ま
く
使
い
さ
え
す
れ
ば
、
丈
夫
な
建
物
に

な
る
。
（
中
略
）
　
曲
が
り
や
癖
は
才
能
み
た

い
な
も
ん
や
。
そ
れ
を
ど
う
生
か
し
て
や
る

か
が
大
工
の
仕
事
だ
っ
た
」
　
と
い
う
よ
う
に
、

千
年
も
つ
建
物
を
つ
く
る
　
「
技
」
　
そ
の
も
の

が
、
千
年
と
い
う
単
位
で
仕
事
が
で
き
る
工

人
を
育
て
る
た
め
の
　
「
教
え
」
　
を
も
表
し
て

い
る
わ
け
で
す
。

小
川
棟
梁
の
言
葉
に
は
、
私
た
ち
の
日
々

の
暮
ら
し
に
置
き
換
え
て
み
て
も
、
し
み
じ

み
と
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

新
本
堂
が
落
慶
を
迎
え
た
こ
の
機
に
、
皆
さ

ん
も
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
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「
木
の
い
の
ち
木
の
こ
こ
ろ
」
～
長
泉
寺
本
堂
再
建
工
事
を
通
し
て
～

新
本
堂
落
慶
記
念
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
【
講
師
／
鵜
工
舎
・
小
川
三
夫
棟
梁
】

去
る
十
月
四
日
　
（
土
）
、
鳩
工
舎
の
小
川

三
夫
棟
梁
を
お
招
き
し
て
落
慶
記
念
の
講
演

会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
会
場
と
な
っ
た

新
本
堂
に
は
、
檀
信
徒
の
皆
様
だ
け
で
な
く

「
テ
レ
ビ
や
雑
誌
に
も
登
場
さ
れ
る
こ
と
の

多
い
小
川
棟
梁
の
お
話
を
、
ぜ
ひ
身
近
に
聴

き
た
い
」
　
と
い
う
方
々
が
各
地
か
ら
大
勢
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

講
演
会
タ
イ
ト
ル
と
同
名
の
著
書
『
木
の

い
の
ち
　
木
の
こ
こ
ろ
』
を
基
に
、
修
業
時

代
の
こ
と
や
師
・
西
岡
常
一
棟
梁
の
こ
と
、

宮
大
工
と
い
う
仕
事
に
つ
い
て
、
そ
し
て
弟

子
を
育
て
る
こ
と
に
つ
い
て
な
ど
盛
り
だ
く

さ
ん
な
内
容
で
、
時
に
は
笑
い
と
拍
手
が
響

き
、
時
に
は
真
剣
に
う
な
ず
き
、
皆
さ
ん
と

て
も
熱
心
に
聴
き
入
っ
て
い
る
様
子
で
し
た
。

と
く
に
建
物
に
つ
い
て
の
お
話
は
、
長
泉

寺
新
本
堂
の
こ
と
を
ふ
ん
だ
ん
に
交
え
て
語

ら
れ
た
た
め
、
興
味
深
く
感
じ
る
方
が
多
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。
法
隆
寺
五
重
塔
や
薬
師

寺
東
塔
な
ど
を
例
に
挙
げ
、
長
泉
寺
新
本
堂

が
ど
う
い
う
技
術
で
建
て
ら
れ
て
い
る
か
を
、

大
変
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
古
代
の
工
人
が
使
っ
て
い
た
「
槍
飽
」

と
い
う
道
具
で
木
を
削
る
実
演
も
あ
り
、
聴

衆
の
中
か
ら
長
泉
寺
鐘
楼
な
ど
を
手
が
け
ち

れ
た
大
工
さ
ん
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
な
ど
、

会
場
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

次
の
ペ
ー
ジ
で
ご
紹
介
す
る
小
川
棟
梁
の

近
著
『
棟
梁
』
を
読
ま
れ
る
と
、
こ
の
講
演

で
語
ら
れ
た
内
容
を
さ
ら
に
深
く
知
る
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
檀
信
徒
の
皆

様
に
落
慶
記
念
品
と
し
て
謹
呈
す
る
『
長
泉

寺
本
堂
再
建
』
と
い
う
本
に
は
、
新
本
堂
の

建
築
に
込
め
ら
れ
た
工
夫
が
詳
し
く
書
か
れ

て
い
ま
す
。
講
演
を
聴
か
れ
た
方
も
聴
け
な

か
っ
た
方
も
、
ぜ
ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

こ
の
た
び
の
本
堂
再
建
事
業
に
よ
り
小
川

棟
梁
と
の
ご
縁
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
日
本
古

来
の
建
築
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
が
で
き
た
こ

と
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
来

年
に
は
、
小
川
棟
梁
に
奈
良
の
さ
ま
ざ
ま
な

建
物
を
案
内
し
て
い
た
だ
く
見
学
旅
行
も
企

画
し
て
い
ま
す
。
詳
細
が
決
ま
り
ま
し
た
ら

『
峯
の
た
よ
り
』
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
！

新
し
く
始
ま
っ
た
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
曹
洞
宗
や
仏
教
に
つ
い
て
の

「
今
さ
ら
聞
け
な
い
」
基
礎
知
識
や
「
知
っ
て
楽
し
い
」
豆
知
識
を
、

わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

℃

〕轟・阜

哉
綺
官
主
・
鴫
奉
賛

【
Q
】
坐
禅
を
し
て
み
た
い
の
で
す
が
、
ど

う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
？

【
A
】
長
泉
寺
は
曹
洞
宗
認
可
参
禅
道
場
で
す
。

毎
週
日
曜
日
の
夕
方
五
時
か
ら
定
例
坐
禅
会

を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
老
若
男
女
を
問
わ

ず
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。
直

接
お
寺
に
来
ら
れ
て
も
、
お
電
話
等
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
っ
て
も
結
構
で
す
。
何
も

難
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
静
か
に
一

時
間
ほ
ど
坐
る
だ
け
で
す
。
坐
禅
の
後
に
は

法
話
と
茶
話
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
体

験
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ァ
∴
翫
二
言

【
Q
】
備
前
結
婚
式
と
は
ど
う
い
う
も
の
で

す
か
？
　
キ
リ
ス
ト
教
式
と
は
ど
ん
な
と
こ

ろ
が
違
う
の
で
す
か
？

【
A
】
結
婚
と
い
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教

会
で
式
を
挙
げ
る
方
々
が
多
い
の
で
す
が
、

仏
教
の
お
寺
で
も
結
婚
式
は
行
っ
て
い
ま
す
。

長
泉
寺
の
新
本
堂
で
も
落
慶
の
日
に
結
婚
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
教
会
式
と
の
違
い
は
、

新
郎
新
婦
が
　
「
結
婚
を
誓
っ
て
神
様
に
許
可

さ
れ
る
」
　
の
で
は
な
く
、
「
結
婚
を
彿
様
と

ご
先
祖
様
に
報
告
す
る
」
と
い
う
点
に
あ
り

ま
す
。
ふ
た
り
が
出
会
っ
た
　
「
縁
」
　
を
感
謝

誓
定
常
．
吏
言
り

し
、
ふ
た
り
を
生
ん
で
く
れ
た
親
や
親
類
縁

者
、
そ
し
て
ご
先
祖
様
、
悌
様
へ
の
感
謝
の

気
持
ち
を
伝
え
る
儀
式
な
の
で
す
。

；
笑
談
㌔
㌻

【
Q
】
合
掌
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
？

【
A
】
合
掌
は
仏
教
の
発
祥
地
イ
ン
ド
に
古

く
か
ら
あ
っ
た
風
習
で
、
右
手
は
　
「
浄
」
、

左
手
は
　
「
不
浄
」
　
を
表
し
、
つ
ま
り
合
掌
の

形
は
、
悌
様
の
世
界
と
私
た
ち
衆
生
の
世
界

が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
姿
を
表
す
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
修
業
の
場
で
は
も
ち
ろ
ん
、
日
々
の

暮
ら
し
の
中
で
も
ご
先
祖
様
を
お
参
り
し
た

り
人
と
挨
拶
し
た
り
す
る
時
な
ど
に
、
尊
敬

や
謙
虚
な
気
持
ち
、
感
謝
の
念
を
込
め
て
合

掌
す
る
こ
と
で
、
心
を
調
え
る
と
い
う
大
切

な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら
の
ご
質
問
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。
曹
洞
宗
に
関
す
る
こ
と
、
仏
教
全
般
に

関
わ
る
こ
と
、
長
泉
寺
に
つ
い
て
の
ご
質
問

な
ど
、
何
で
も
気
軽
に
お
訊
ね
く
だ
さ
い
。
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