
   
 



  
 

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
第
五
類
に
移
行
し
て
か
ら
初
め
て
の
お
盆
と
な
っ
た
今
年
の
八
月
。
特
に
八
月

十
三
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
の
三
日
間
は
、
身
が
焦
げ
る
よ
う
な
炎
天
下
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

本
当
に
沢
山
の
方
々
が
、
近
郊
は
も
と
い
遠
路
か
ら
も
墓
参
に
い
ら
し
て
お
り
ま
し
た
。
「
四
年
ぶ
り

に
よ
う
や
く
本
来
の
お
盆
が
戻
っ
て
来
た
な
ぁ
」
と
、
一
人
感
慨
に
ふ
け
っ
て
い
た
次
第
で
す
。 

今
年
は
お
盆
期
間
中
に
法
事
の
申
込
も
あ
り
、
本
堂
と
庫
裏
を
行
っ
た
り
来
た
り
、
バ
タ
バ
タ
し
て

お
り
ま
し
た
。
廊
下
を
走
り
な
が
ら
、
境
内
を
行
き
来
す
る
墓
参
の
方
々
に
目
を
や
っ
て
い
て
、
ふ
と

気
が
付
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
ベ
ー
ス
は
お
墓
と
位
牌
堂
へ
の
お
参
り
な
の
で
す
が
、

思
い
の
ほ
か
「
浄
行
堂
」
で
手
を
合
わ
す
方
が
多
い
の
で
す
。
し
か
も
、
ご
年
配
の
方
ば
か
り
で
は
な

く
、
私
と
似
た
よ
う
な
年
の
方
で
単
身
お
参
り
し
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

浄
行
堂
は
そ
の
名
の
通
り
、「
浄
行
菩
薩
（
じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
ぼ
さ
つ
）」（
通
称
「
浄
行
様
」
）
を
お
祀

り
し
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
、
浄
行
様
の
御
尊
像
に
お
水
を
掛
け
て
、
タ
ワ
シ
等
で
お
身
体
を
磨
い
て
さ

し
上
げ
る
の
が
、
お
参
り
の
際
の
習
わ
し
で
す
。
そ
の
際
に
、
怪
我
や
病
気
で
調
子
の
悪
い
部
分
に
あ

た
る
箇
所
を
タ
ワ
シ
で
擦
り
な
が
ら
祈
願
す
る
と
、
御
利
益
で
怪
我
や
病
気
が
治
癒
す
る
、
と
い
う
言

い
伝
え
も
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
耳
に
し
た
こ
と
、
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

今
年
の
お
盆
に
浄
行
様
を
お
参
り
し
て
い
た
方
々
も
、
例
に
漏
れ
ず
タ
ワ
シ
で
ゴ
シ
ゴ
シ
と
浄
行
様

の
お
身
体
を
き
れ
い
に
磨
い
て
お
り
ま
し
た
。
「
昔
か
ら
の
言
い
伝
え
や
信
仰
が
、
意
外
に
も
人
々
の

間
に
根
付
い
て
い
て
、
し
っ
か
り
と
継
承
さ
れ
て
い
る
の
だ
な
ぁ
」
と
、
し
み
じ
み
感
じ
、
そ
し
て
少

し
嬉
し
く
思
っ
た
お
盆
の
三
日
間
で
し
た
。 

季
節
を
書
き
散
ら
す 

隠
れ
た
心
の
拠
り
所 

『
浄
行
堂
』
を
紐
解
く 

境内の一画に佇む浄行堂。 

堂内には石造りの「浄行菩薩」が 

安置されています。 

水場ということもあってか、周囲に

は季節ごとに様々な草花が生い茂

り、目を楽しませてくれます。 

堂内奥には、かつての参拝者によっ

て奉納された手毬や人形が掛けられ

ており、往時の人々の想いが時空を

超えて伝わってくるようです。 



  
 

浄
行
菩
薩
と
は
何
者
か
？  

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
浄
行
菩
薩
と
は
、
ど
う
い
っ
た

お
方
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

「
菩
薩
（
ぼ
さ
つ
）
」
と
は 

〝
利
他
の
行
い
〟
を
中
心
と
す
る
「
六
波
羅
蜜
（
ろ
く
は

ら
み
つ
）」
の
修
行
に
励
ん
で
お
ら
れ
る
方
々
で
す
。
数

に
し
て
八
万
四
千
あ
る
と
い
わ
れ
る
佛
教
の
経
典
に
は
、

固
有
の
お
名
前
を
持
っ
た
菩
薩
様
が
数
多
く
登
場
し
ま

す
。「
観
世
音
菩
薩
（
か
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ
）
」
や
「
弥
勒

菩
薩
（
み
ろ
く
ぼ
さ
つ
）」
の
お
名
前
は
、
一
度
は
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？  

浄
行
菩
薩
は
、
数
多
く
あ
る
経
典
の
中
で
も
、
日
蓮
宗

が
一
番
大
事
に
し
て
い
る
経
典
『
法
華
経
』
の
第
十
五
章

「
従
地
涌
出
品
」
に
登
場
す
る
菩
薩
様
で
す
。
こ
の
章
の

テ
ー
マ
は
、
お
釈
迦
様
亡
き
後
に
、
こ
の
娑
婆
世
界
で
『
法

華
経
』
を
弘
め
る
担
い
手
（
＝
弘
教
者
）
に
つ
い
て
で
す
。

数
多
の
菩
薩
様
た
ち
が
、
そ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
＝
滅
後
弘

教
）
の
担
い
手
と
し
て
名
乗
り
を
挙
げ
る
の
で
す
が
、
お

釈
迦
様
は
そ
れ
ら
を
制
止
し
ま
す
。
そ
し
て
、
お
釈
迦
様

が
呼
び
か
け
る
と
、
そ
れ
に
応
じ
る
よ
う
に
、
突
如
と
し

て
大
地
が
揺
れ
、
無
量
千
万
億
と
い
う
途
方
も
な
い
数
の

菩
薩
様
た
ち
が
、
地
面
の
割
れ
目
か
ら
出
現
し
ま
す
。 

そ
ん
な
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
登
場
の
仕
方
か
ら
、
こ
れ
ら

数
多
の
菩
薩
様
た
ち
は
〝
地
か
ら
涌
き
出
た
菩
薩
様
〟

と
い
う
こ
と
で
、「
地
涌
（
じ
ゆ
）
の
菩
薩
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
大
工
さ
ん
に
は
必
ず
棟
梁
＝
親
方
が
い
る
よ

う
に
、
地
涌
の
菩
薩
様
た
ち
に
も
、
リ
ー
ダ
ー
格
の
菩
薩

様
が
四
人
（
＝
四
菩
薩
）
が
お
り
ま
し
た
。
お
名
前
を
①

上
行
菩
薩
、
②
無
辺
行
菩
薩
、
③
浄
行
菩
薩
、
④
安
立
行

菩
薩
と
い
い
ま
す
。
浄
行
様
は
、
こ
の
四
菩
薩
の
お
一
人

な
の
で
す
。
四
菩
薩
に
は
「
地
」
「
水
」「
火
」「
風
」
の 

四
大
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
当
て
嵌
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
浄
行

様
に
は
「
水
大
」
が
具
わ
る
と
さ
れ
、
水
が
穢
れ
や
垢
を

洗
い
流
す
よ
う
に
、
私
た
ち
の
煩
悩
の
穢
れ
を
払
う
こ
と

を
修
行
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
浄
行
様
の
御
尊
体
を
洗
い
浄
め
る
こ
と
で
、
私
た
ち

自
身
の
心
身
も
清
浄
な
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
計

り
知
れ
な
い
功
徳
に
よ
っ
て
怪
我
や
病
気
が
た
ち
ど
こ

ろ
に
平
癒
す
る
、
と
い
う
信
仰
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。 

な
ぜ
地
面
の
中
か
ら
出
現
さ
れ
た
の
か
？ 

お
経
文
に
は
、「
地
面
の
下
の
虚
空
に
居
て
、
お
釈
迦
様

の
呼
び
か
け
に
応
じ
、
大
地
の
中
を
貫
い
て
出
現
し
た
」

と
あ
り
ま
す
。
い
く
ら
菩
薩
様
で
も
、
地
面
の
下
で
待
機

し
て
い
て
、
地
面
を
突
き
破
っ
て
登
場
す
る
の
は
些
か
不

思
議
で
す
が
、
実
は
こ
の
シ
ー
ン
に
は
と
て
も
深
い
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
虚
空
と
い
う
の
は
〝
理
想

の
世
界
〟
を
表
し
、
地
面
と
い
う
の
は
〝
現
実
の
世
界
〟

を
表
し
て
い
ま
す
。「
本
来
、
み
ん
な
が
仏
で
あ
っ
て
、
こ

の
娑
婆
世
界
こ
そ
が
浄
土
に
他
な
ら
な
い
ん
だ
」
と
い
う

の
が
『
法
華
経
』
の
説
く
理
念
で
あ
り
理
想
で
す
が
、
残

念
な
が
ら
、
現
実
の
世
界
の
様
相
と
は
ま
る
で
か
け
離
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
現
実
世
界
に
『
法
華
経
』
の
理
念
を
実

現
す
る
こ
と
は
、
ぶ
厚
い
地
面
を
突
き
破
る
く
ら
い
困
難

な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
〝
や
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
〟
の
で
す
。
困
難
な
こ
と
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
や
る

意
義
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
お
題
目
の
〝
心
〟
で

あ
り
、
そ
の
信
仰
の
ゴ
ー
ル
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。 

私
た
ち
は
数
多
の
地
涌
の
菩
薩
の
一
人
に
他
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
心
に
し
っ
か
り
と
刻
み
込
ん
で
、
大

地
を
貫
く
が
如
き
心
持
ち
で
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お
題

目
を
お
唱
え
し
て
行
き
ま
し
ょ
う
。 

浄行堂の入り口横に設置してある

石製の手水鉢。 

今ではすっかり苔むしていて、一見

すると何の変哲もない手水鉢なので

すが、元々は石臼として使われてい

た器なのだとか。 

お参りの際は、手水鉢のお水を浄行

様におかけしてから、たわしでお身

体を磨いてさし上げてください。 
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「
御
会
式
法
要
」
と
は
？ 

十
一
月
九
日
は
当
山
の
「
御
会
式
法
要
」
で
す
。 

み
な
さ
ま
ご
承
知
の
通
り
、「
御
会
式
」
と
は
日
蓮
宗

の
開
祖
で
あ
る
日
蓮
聖
人
の
御
命
日
を
偲
ぶ
法
要
で

す
。
で
す
か
ら
、
日
蓮
宗
寺
院
の
年
間
行
事
の
内
で
一

番
大
切
な
行
事
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

日
蓮
聖
人
の
祥
当
の
御
命
日
は
十
月
十
三
日
。
日

本
全
国
の
日
蓮
宗
寺
院
で
は
、
こ
の
日
を
前
後
し
て

御
会
式
が
営
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
特
に
有
名
な
の
は
、

東
京
都
大
田
区
池
上
に
あ
る
本
山
「
池
上
本
門
寺
」
の

御
会
式
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
前
日
の
十
二
日
は

「
お
逮
夜
」
と
呼
ば
れ
、「
万
灯
練
供
養
」
が
盛
大
に

執
り
行
わ
れ
ま
す
。
境
内
を
た
く
さ
ん
の
万
灯
行
列

が
練
り
歩
く
様
子
は
、
ま
さ
に
壮
観
で
す
。 

日
蓮
聖
人
は
ど
こ
で
亡
く
な
ら
れ
た
の
か
？ 

日
蓮
聖
人
が
六
十
年
の
御
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
の

は
、
今
日
か
ら
遡
る
こ
と
七
四
一
年
前
、
弘
安
五
年

（
一
二
八
二
）
十
月
十
三
日
の
こ
と
で
す
。
聖
人
が
晩

年
を
甲
斐
国
波
木
井
郷
身
延
（
現
・
山
梨
県
南
巨
摩
郡

身
延
町
）
で
過
ご
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
で
す
が
、
実
は

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
の
は
、
身
延
か
ら
直
線
距

離
で
一
一
八
キ
ロ
も
離
れ
た
武
蔵
国
千
束
郷
（
現
・
東

京
都
大
田
区
池
上
）
の
地
頭
、
池
上
宗
仲
（
い
け
が
み

む
ね
な
か
）
公
の
お
屋
敷
で
し
た
。
一
体
何
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
日
蓮
聖
人
の
最
晩
年
の
動
向
か
ら

紐
解
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

身
延
山
と
日
蓮
聖
人 

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
春
、
佐
渡
流
罪
を
赦
免

さ
れ
、
鎌
倉
に
戻
っ
た
日
蓮
聖
人
。
し
か
し
、
そ
れ
か

ら
間
も
な
く
鎌
倉
を
離
れ
る
こ
と
を
決
意
さ
れ
ま

す
。
各
地
を
転
々
と
す
る
旅
の
途
上
、
甲
斐
国
波
木
井

郷
（
現
・
山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
）
の
領
主
で
あ
っ

た
波
木
井
実
長
（
は
き
い
さ
ね
な
が
）
公
の
招
き
に
応

じ
て
、
波
木
井
郷
の
一
画
に
あ
っ
た
身
延
に
入
山
さ

れ
ま
し
た
。 

当
初
、
身
延
に
定
住
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
そ

う
で
す
が
、
当
地
を
い
た
く
気
に
入
ら
れ
た
聖
人
は

庵
室
を
設
け
、
実
に
足
掛
け
九
箇
年
に
亘
っ
て
お
過

ご
し
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
居
住
に
快
適
な
場
所
で

あ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

入
山
間
も
な
い
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
の
年
末
頃

か
ら
、
断
続
的
に
胃
腸
系
の
病
に
悩
ま
さ
れ
ま
す
。
こ

の
頃
の
お
手
紙
に
は
「
不
調
の
為
、
筆
も
満
足
に
執
る

こ
と
が
出
来
な
い
」
と
あ
り
、
病
気
が
重
篤
で
あ
っ
た

こ
と
が
伺
え
ま
す
。
医
術
の
心
得
が
あ
っ
た
信
徒
の

四
条
金
吾
（
し
じ
ょ
う
き
ん
ご
）
の
投
薬
に
よ
り
、
一

時
的
に
小
康
状
態
と
な
り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
完

治
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

今
で
こ
そ
、
身
延
山
久
遠
寺
の
門
前
町
と
し
て
賑

わ
う
身
延
町
で
す
が
、
日
蓮
聖
人
が
入
山
さ
れ
る
ま

で
は
「
蓑
夫
の
沢
」
と
呼
ば
れ
、
地
元
民
も
滅
多
に
足

を
踏
み
入
れ
る
こ
と
も
無
い
辺
境
の
地
で
し
た
。
お

ま
け
に
「
春
の
花
が
夏
に
咲
き
、
秋
の
菓
は
冬
に
実

る
」
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
寒
冷
な
土
地
で
あ
っ
た
と

言
い
ま
す
。
天
候
不
順
に
よ
る
全
国
的
な
食
糧
不
足 

お
寺
の
行
事
ア
レ
や
コ
レ 

『
御
会
式
』
を
知
る 



四
大
菩
薩
に
は
地
・
水
・
火
・
風
の
四
大
要
素
が
そ
れ 

 
 

徒
た
ち
が
見
守
る
中
、
読
経
の
声
に
包
ま
れ
な
が
ら
日

蓮
聖
人
は
入
寂
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、
地
面
が
大
き

く
揺
れ
た
と
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

聖
人
の
御
遺
骸
は
翌
十
四
日
午
後
八
時
に
納
棺
さ

れ
ま
し
た
。
十
五
日
午
前
〇
時
に
葬
送
の
儀
が
し
め
や

か
に
執
り
行
わ
れ
、
池
上
の
西
谷
で
荼
毘
に
付
さ
れ
ま

し
た
。
現
在
、
こ
の
荼
毘
所
の
跡
地
に
は
朱
塗
り
の
宝

塔
が
建
っ
て
お
り
ま
す
。
池
上
本
門
寺
に
ご
参
詣
の
折

は
、
是
非
と
も
足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 

生
前
、
日
蓮
聖
人
は
「
墓
を
ば
身
延
の
沢
に
建
て
る

べ
し
」
と
、
ご
自
身
の
墓
所
を
身
延
の
地
に
建
立
す
る

よ
う
に
御
遺
言
し
て
お
り
ま
し
た
。
初
七
日
の
法
会
が

営
ま
れ
た
十
月
十
九
日
、
そ
の
御
遺
言
に
従
っ
て
御
遺

骨
は
池
上
を
発
ち
身
延
へ
と
運
ば
れ
ま
し
た
。
二
十
三

日
に
無
事
身
延
に
到
着
し
、
二
十
六
日
に
二
七
日
忌
の

法
会
が
営
ま
れ
た
後
に
墓
所
へ
と
納
骨
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
身
延
山
の
御
廟
所
に
は
大
き
な
祖
廟
塔
が
建
っ

て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
中
に
墓
所
創
建
当
初
の
墓
石
で

あ
る
五
輪
塔
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。 

日
蓮
聖
人
は
常
陸
国
へ
向
か
う
途
上
、
身
延
で
お
世

話
に
な
っ
た
波
木
井
実
長
公
に
向
け
て
、
人
生
最
後
と

な
る
お
手
紙
を
認
め
て
お
り
ま
す
。
そ
の
内
容
か
ら

は
、
再
び
生
き
て
身
延
の
土
を
踏
み
た
い
と
い
う
強
い

思
い
が
伝
わ
っ
て
来
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
旅
の
途
上
で

入
寂
さ
れ
た
聖
人
の
無
念
た
る
や
如
何
ば
か
り
だ
っ

た
で
し
ょ
う
か
。 

先
述
し
た
通
り
、
御
会
式
法
要
は
日
蓮
聖
人
へ
の
報

恩
の
法
要
で
す
。
し
か
し
同
時
に
、
日
蓮
聖
人
が
ど
の

よ
う
な
想
い
で
晩
年
を
過
ご
し
、
最
期
の
時
を
迎
え
ら

れ
た
の
か
、
是
非
と
も
そ
う
い
っ
た
部
分
に
も
思
い
を

馳
せ
つ
つ
、
法
要
に
臨
ん
で
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

も
相
ま
っ
て
、
老
齢
の
日
蓮
聖
人
が
過
ご
さ
れ
る
に

は
、
あ
ま
り
に
過
酷
な
環
境
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

一
説
に
よ
る
と
日
蓮
聖
人
は
身
長
一
八
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
が
っ
し
り
し
た
体
格
の
持
ち
主
で
あ
っ

た
と
言
い
ま
す
。
そ
ん
な
日
蓮
聖
人
と
い
え
ど
も
、
身

延
の
過
酷
な
自
然
環
境
と
食
糧
事
情
に
は
太
刀
打
ち

出
来
な
か
っ
た
の
で
す
。 

身
延
離
山
と
ご
入
滅 

徐
々
に
衰
弱
し
て
行
く
聖
人
の
お
身
体
を
心
配
し

た
周
囲
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
病
気
療
養
の
た
め
に
身
延

を
離
れ
る
こ
と
を
決
意
し
ま
す
。 

弘
安
五
年
九
月
、
身
延
を
離
山
し
た
聖
人
は
、
常
陸

国
隠
井
（
現
・
茨
城
県
水
戸
市
加
倉
井
町
）
の
温
泉
を

目
指
し
て
旅
に
出
ま
す
。 

し
か
し
、
そ
の
途
上
、
九
月
一
八
日
に
武
蔵
国
千
束

郷
の
地
頭
、
池
上
宗
仲
公
の
屋
敷
に
到
着
し
た
時
点

で
、
つ
い
に
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
休
息
の
た
め
こ
の
地
に
し
ば
ら
く
滞
在
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
自
身
の
死
期
を
悟
っ
た
聖
人
は
こ
の

地
を
入
寂
の
所
と
定
め
、
十
月
八
日
に
は
自
身
の
滅

後
、
教
団
を
担
っ
て
行
く
後
継
者
と
し
て
六
人
の
お
弟

子
を
指
名
し
ま
す
。
さ
ら
に
十
月
十
日
に
は
ご
自
身
の

御
遺
物
を
弟
子
・
信
徒
の
方
々
に
分
与
さ
れ
た
こ
と
が

記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。
次
い
で
翌
十
一
日
に
は
枕
元

に
「
経
一
丸
」
と
い
う
齢
十
三
歳
の
少
年
を
呼
び
、
自

身
が
成
し
得
な
か
っ
た
京
都
で
の
布
教
を
託
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
少
年
が
後
に
長
じ
て
「
日
像
」
と
名
乗
り
、

石
川
県
能
登
半
島
一
帯
を
教
化
し
て
回
っ
た
お
話
は
、

ま
た
別
の
機
会
に
し
ま
す
ね
。 

そ
し
て
つ
い
に
十
月
十
三
日
午
前
八
時
、
弟
子
・
信 

日蓮聖人がお亡くなりになる

2 日前の 10 月 11 日。 

枕元に「経一丸」という年の端 13

歳の少年を呼び寄せ、自身が成し

得なかった京都での布教を託し

ました。この少年は後に長じて

「日像」と名乗り、艱難辛苦の末

に後醍醐天皇から宗旨公認の「綸

旨（＝命令文書）」を賜ります。 

何を隠そう、この方こそ当山の開

山上人「龍華樹院日像上人」その

人に他なりません。 

当山創建の第一歩は、実はこの時

に踏み出されたのです。 

 



 

年
中
行
事
の
ご
案
内 

十 
月 

十
三
日
（
金
）
午
前
十
一
時
半 

御
講 

十
一
月 
九 

日
（
木
）
午
前
十
一
時 

 

祠
堂
法
要 

午
後
一
時
半 

 

御
会
式 

十
一
月
二
十
六
日
（
日
）
午
後
二
時 

 
 

徳
前
御
会
式 

十
二
月 

十
三
日
（
水
）
午
前
十
一
時
半 

像
師
講 

三
十
一
日
（
日
）
午
後
十
時 

 
 

除
夜
の
鐘 

一 

月 

一 

日
（
月
）
午
前
〇
時 

 
 

新
年
祝
祷
会 

二 

月 

四 

日
（
日
）
午
後
一
時 

 
 

星
祭 

 

お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。 

【
編
集
後
記
】 

お
か
げ
さ
ま
で
、
寺
報
『
常
在
霊
鷲
山
』
秋
号
も
、
な
ん
と
か
発

行
に
漕
ぎ
付
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

今
回
か
ら
二
頁
増
え
て
六
頁
構
成
と
な
り
ま
す
。
し
ば
ら
く
は
、

こ
の
形
態
で
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。 

昨
今
、「
電
子
書
籍
」
が
当
た
り
前
の
世
の
中
に
な
り
ま
し
た
。 

今
や
漫
画
は
雑
誌
や
単
行
本
で
は
な
く
、
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト

で
読
む
時
代
で
す
。
最
近
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
書
や
小
説

を
ラ
ジ
オ
感
覚
で
聞
き
流
す
サ
ー
ビ
ス
ま
で
あ
る
そ
う
で
す
。「
な

が
ら
読
み
」
な
ら
ぬ
「
な
が
ら
聞
き
」
を
可
能
に
す
る
素
晴
ら
し
い

サ
ー
ビ
ス
で
す
が
、
こ
れ
も
「
タ
イ
パ
（
＝
タ
イ
ム
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
）
」
を
重
視
す
る
現
代
社
会
の
世
相
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
パ
ラ
パ
ラ
と
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
な

が
ら
、
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
読
む
必
要
の
あ
る
活
字
媒
体

は
、
こ
れ
だ
け
慌
た
だ
し
い
現
代
社
会
に
は
馴
染
ま
な
い
、
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

し
か
し
、
そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
忙
し
い
時
こ
そ
、
矛
盾
す

る
よ
う
で
す
が
、
立
ち
止
ま
る
時
間
を
作
る
こ
と
は
、
と
て
も
大
事

な
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
立
ち
止
ま
る
時
間
を
作
る
手
段
の
一
つ

が
「
活
字
を
読
む
こ
と
」
だ
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
紙
に
印
刷

さ
れ
た
文
字
媒
体
を
じ
っ
く
り
読
ん
で
味
わ
う
こ
と
。「
ス
マ
ホ
で

も
出
来
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
を
敢
え
て
ア
ナ
ロ
グ
な
手

段
で
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
本
誌
が
万
分
の

一
で
も
、
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
、
編
集
者
冥
利
に
尽
き
る
と
い
う
も

の
で
す
。 
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毎年９月を過ぎると咲き始める秋海棠。 

ピンク色の可憐な花には派手さこそありませんが、凛と

した気品ある佇まいが何とも秋らしい。 

暑さに弱く、今夏の規格外の暑さが原因で枯れてしまっ

た株もありましたが、本堂裏の株は奇跡的に夏を乗り越

えてくれました。 

個人的には位牌堂に続く階段から眺めるのが一番綺麗

かと。みなさまも是非ご覧あれ。 

表
紙
の
写
真 

「
秋
海
棠
（
し
ゅ
う
か
い
ど
う
）
」 

https://www.jozaisan.org/

