
                          
 

死
ん
だ
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
来

世
は
何
に
な
る
の
か
？
巷
で
は
よ
く

聞
く
話
だ
が
、
そ
れ
は
古
く
イ
ン
ド

に
由
来
す
る
「
輪り

ん

廻ね

」
と
い
う
思
想

に
基
づ
く
。 

 

そ
も
そ
も
来
世
な
ど
あ
る
の
だ
ろ

う
か
？ 

仏
教
で
は
「
六ろ

く

道ど
う

輪り
ん

廻ね

」
が
説
か
れ
る
。
即

ち
死
後
、
地じ

獄ご
く

・
餓が

鬼き

・

畜ち
く

生
し
ょ
う

・
修し

ゅ

羅ら

・
人に

ん

間げ
ん

・

天て
ん

の
六
つ
の
世
に
生
ま
れ

変
わ
り
、
そ
の
枠
内
で
衆

生
は
生
死
を
繰
り
返
す
と

い
う
。
ど
こ
へ
生
ま
れ
る

か
は
前
世
の
業ご

う

に
依
る
た

め
、
な
る
べ
く
善
業
を
積

み
、
悪
業
は
取
り
払
っ
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
目
指
す
べ
き
は
六
道
で
の
輪
廻

か
ら
抜
け
出
す
こ
と ―

―
―

「
解げ

脱だ
つ

」
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
現
代
の

人
々
に
ど
う
響
く
で
あ
ろ
う
。
方ほ

う

便べ
ん

と
は
い
え
、
科
学
的
根
拠
の
な
い
も

の
に
は
納
得
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

六
道
輪
廻
は
、
も
は
や
昔
話
の
類
に

過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
？ 

 

六
道
を
よ
く
観
て
欲
し
い
。
地
獄

か
ら
天
に
至
る
ま
で
、
そ
の
内
実
は

す
べ
て
現
実
の
問
題
で
あ
る
。
死
ん

だ
方
が
マ
シ
だ
と
絶
望

す
る
者
（
地
獄
）
、
飢
え

る
者
（
餓
鬼
）
、
差
別
に

あ
え
ぐ
者
（
畜
生
）
、
殺

し
合
う
者
（
修
羅
）
、
人

生
に
四
苦
八
苦
す
る
者

（
人
間
）
、
富
や
権
力
を

得
て
も
そ
れ
を
失
う
こ

と
に
怯
え
る
者
（
天
）
、

世
界
は
そ
の
よ
う
な
者

た
ち
で
溢
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
は
連
鎖

を
繰
り
返
す
。
ま
さ
に
「
輪
廻
」
そ

の
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

世
界
は
今
こ
そ
六
道
輪
廻
か
ら
の

解
脱
が
必
要
で
あ
る
。
世
界
大
戦
が

一
度
始
ま
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
の
解
脱

は
益
々
に
難
し
い
。（
龍
） 
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万灯万華供養 本尊大祭 
5 月 5 日、6 日、7 日 毎夜 18 時半～「万灯万華供養法要」  

5 月8 日（木）13 時～16 時 結願「中曲理趣三昧法要」 
        法話 「花のこころ」 能化 林 康悠 師 倉敷市行願院住職 
  

本尊厨子が開扉され 三日三晩 全九座の法要を奉修 

回向塔婆 灯篭供養にて 檀徒各家精霊に回向を捧げます 

5/8結願には 岡山市内有縁の真言宗寺院様がご参集され 

盛大な法要が執り行われます どうぞお繰り合わせご参拝下さいませ 

回向塔婆供養  二千円也／一本 

灯 篭 供養  二千円也／一基 

位牌供養申受け 三千円也／一基 
※お位牌を本尊前にて三日三晩ご供養いたします 

 

詳しくは別紙ご案内用紙をご確認ください 

本尊法楽 先祖供養 
 



節
分
星
ま
つ
り 

二
月
二
日
の
節
分
、
檀
信
徒
皆
様

の
除
災
招
福
、
開
運
厄
除
け
を
祈
願

す
る
「
星ほ

し

ま
つ
り
」
を
奉
修
し
ま
し

た
（
参
拝
約
七
十
名
）。 

檀
信
徒
皆
様
が
産
ま
れ
な
が
ら
に

持
つ
本ほ

ん

命
み
ょ
う

星
じ
ょ
う

と
、
今
年
一
年
の
当

た
り
星
で
あ
る
当と

う

年ね
ん

星
じ
ょ
う

、
さ
ら
に

は
寿
命
や
福
徳
を
つ
か
さ
ど
る
元が

ん

晨じ
ん

星
じ
ょ
う

に
供
養
を
捧
げ
る
「
星ほ

し

供
養

く

よ

う

法
会

ほ

う

え

」
を
厳
修
し
、
法
楽
太
鼓
や

錫
し
ゃ
く

杖
じ
ょ
う

の
音
が
鳴
り
響
く
中
、
ご
縁

あ
る
寺
院
僧
侶
方
や
お
参
り
の
皆
様

と
一
緒
に
「
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経
ぎ
ょ
う

」
、
本
尊

「
頂

ち
ょ
う

輪り
ん

王の
う

咒し
ゅ

（
真
言
）
」
を
お
唱
え

し
ま
し
た
。 

法
会
後
は
、
「
備び

前ぜ
ん

太た
い

鼓こ

唄う
た

弘こ
う

西さ
い

普ふ

及
き
ゅ
う

会か
い

」
の
皆
様
よ
り
獅
子
舞
を

ご
奉
納
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
「
鬼

は
外
！
福
は
内
！
」
と
豆
ま
き
を
行

い
、
皆
様
笑
顔
で
、
晴
れ
や
か
な
る

春
の
訪
れ
と
な
り
ま
し
た
。 

な
お
、
厄
除
け
の
供
物
は
、
参
拝

者
皆
様
に
分
け
て
お
持
ち
帰
り
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
一
部
は
児
童
養
護

施
設
「
若わ

か

松ま
つ

園え
ん

」
様
に
ご
寄
付
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
に
は
厚

く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

涅
槃
会 

 

釈
し
ゃ
く

尊そ
ん

入
滅
日
で
あ
る
二
月
十
五

日
、
玉

ぎ
ょ
く

佛ぶ
つ

釈し
ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

像ぞ
う

を
祀
る
玉

ぎ
ょ
く

佛ぶ
つ

堂ど
う

に
涅ね

槃は
ん

図ず

、
並
び
に

十
じ
ゅ
う

六ろ
く

羅ら

漢か
ん

図
を
掲
げ
、
涅ね

槃は
ん

会え

を
奉
修
し
ま

し
た
。 

真
言
宗
で
は
、
涅
槃
会
に
際
し
て

「
涅
槃
」
、「
羅ら

漢か
ん

」、
「
遺ゆ

い

蹟せ
き

」、「
舎し

ゃ

利り

」
と
四
座
に
分
け
て
行
う
「
常

じ
ょ
う

樂ら
く

会え

（
四
座
講
式
）
」
を
奉
修
す
る

の
が
一
般
的
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も

長
時
間
と
な
る
た
め
、
当
山
で
は
四

座
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
「
和
讃
」
を
中

心
に
お
唱
え
し
、
い
わ
ば
常
楽
会
の

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
よ
う
な
形
で
奉

修
し
て
お
り
ま
す
。 

ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に

は
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

寺
子
屋
文
化
講
座 

 

一
月
二
十
一
日
、
就
実
大
学
の
浅あ

さ

利り

尚な
お

民み

先
生
を
講
師
に
お
迎
え
し
、

「
第
四
十
九
回
寺
子
屋
文
化
講
座
」

を
開
講
し
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ

は
「
池い

け

田だ

綱つ
な

政ま
さ

」
で
、
当
山
の
山
号

に
そ
の
足
跡
が
残
る
「
薬や

く

園え
ん

」
、
お

よ
び
「
白し

ら

須す

賀が

観か
ん

音の
ん

」
に
つ
い
て
の

ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

林
原
美
術
館
へ
長
年
勤
務
を
さ
れ

て
い
た
浅
利
先
生
は
、
綱
政
公
自
筆

の
文
書
や
側
近
が
残
し
た
資
料
等
の

調
査
を
深
め
ら
れ
て
お
り
、
ス
ラ
イ

ド
で
そ
れ
ら
を
紹
介
し
な
が
ら
わ
か

り
や
す
く
解
説
下
さ
い
ま
し
た
。 



阪
神
淡
路
大
震
災
三
十
年 

一
月
十
七
日
、
「
阪
神
淡
路
大
震

災
」
よ
り
三
十
年
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
Ｒ
Ｎ
Ｎ
人
道
援
助
宗
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
事
務
局
・
黒
住
教

本
部
）
の
メ
ン
バ
ー
が
当
山
本
堂
に

集
ま
り
、
慰
霊
祭
を
行
い
ま
し
た
。 

発
災
時
刻
で
あ
る
五
時
四
十
六
分
、

開
式
と
と
も
に
Ｒ
Ｎ
Ｎ
委
員
長
の

永
宗

な
が
む
ね

幸こ
う

信し
ん

師
（
天
台
宗
本ほ

ん

性
じ
ょ
う

院い
ん

住

職
）
に
よ
る
ご
先
導
で
一
同
黙
祷
を

捧
げ
、
以
降
は
当
山
僧
衆
に
よ
る
真

言
宗
の
作
法
に
基
づ
く
法
会
を
厳
修
。

我
々
が
「
般は

ん

若に
ゃ

理り

趣し
ゅ

経
き
ょ
う

」
を
唱
え

奉
る
中
、
参
拝
者
皆
様
に
は
お
焼
香

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

当
山
本
尊
薬や

く

師し

如に
ょ

来ら
い

の
御
前
に
て
、

同
震
災
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
を
悼

み
、
そ
の
御
霊
安
ら
か
な
れ
と
弔
い

申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
被
災
者
皆

様
が
今
日
ま
で
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
道

の
り
の
切
な
く
、
険
し
き
こ
と
を
深

く
心
に
致
し
な
が
ら
、
皆
様
の
こ
れ

か
ら
が
ど
う
か
恙
な
い
も
の
と
な
り

ま
す
よ
う
至
心
に
ご
祈
念
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
次
第
で
す
。 

宗
旨
宗
派
の
異
な
る
方
々
が
集
ま

っ
た
同
慰
霊
祭
で
し
た
が
、
ま
さ
に

心
を
ひ
と
つ
に
ご
供
養
さ
せ
て
い
た

だ
け
た
か
と
存
じ
ま
す
。 

最
後
に
Ｒ
Ｎ
Ｎ
事
務
局
長
の
黒く

ろ

住ず
み

宗む
ね

道み
ち

師
（
黒
住
教
教
主
）
が
ご
挨
拶

を
さ
れ
、
閉
式
と
な
り
ま
し
た
。 

故
西
岡
昇
氏
十
七
回
忌
法
会  

当
山
檀
信
徒
総
代
長
を
四
期
十
三

年
に
わ
た
っ
て
勤
め
ら
れ
た
故
西に

し

岡お
か

昇
の
ぼ
る

氏
（
享
年
八
十
四
）
の
十
七
回

忌
法
会
を
三
月
四
日
、
ご
当
家
参
列

の
下
、
玉
佛
堂
で
奉
修
し
ま
し
た
。 

西
岡
氏
は
、
平
成
八
年
に
総
代
長

に
就
任
さ
れ
て
以
降
、
白
須
賀
観
音

堂
の
修
復
、
永
代
供
養
「
樂ら

く

陽よ
う

廟
び
ょ
う

」

の
建
立
、
総
本
山
仁に

ん

和な

寺じ

ご
門も

ん

跡ぜ
き

を

御
導
師
に
仰
い
だ
中
興
四
十
周
年
記

念
大
法
会
、
さ
ら
に
は
隣
地
買
入
な

ど
、
当
山
の
護
持
発
展
に
多
大
な
る

ご
功
績
を
残
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
ご
遺
徳
を
讃
え
、
深
く
感

謝
の
念
を
捧
げ
る
次
第
で
す
。 

コ
ン
サ
ー
ト
環  

長
泉
寺
合
唱
団
ナ
ー
ガ
は
二
月
二

日
、
ル
ネ
ス
ホ
ー
ル
（
北
区
内
山
下
）

で
行
わ
れ
た
「
コ
ン
サ
ー
ト
環か

ん

」
に

出
演
い
た
し
ま
し
た
。 

同
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
ナ
ー
ガ
の
指

導
者
で
も
あ
る
佐さ

々さ

木き

英ひ
で

代よ

先
生
が

主
宰
さ
れ
る
も
の
で
、
毎
年
こ
の
時

期
に
開
催
さ
れ
、
今
回
で
二
十
二
回

目
と
な
り
ま
す
。 

ナ
ー
ガ
も
練
習
の
成
果
を
発
揮
し
、

素
晴
ら
し
い
歌
声
を
届
け
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ご
来
場
い
た
だ
い
た

方
々
に
は
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

          

RNN事務局長 黒住宗道師 



 

真
言
宗
の
開
祖
で
あ
る
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

空く
う

海か
い

様
は
、
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）

六
月
十
五
日
に
ご
誕
生
さ
れ
ま
し
た
。 

岡
山
市
内
の
真
言
宗
寺
院
十
五
ヶ

寺
で
結
成
さ
れ
る
「
岡
山
市
弘
法
大

師
降
誕
会
」
は
、
毎
年
六
月
十
五
日

に
お
大
師
様
の
ご
誕
生
を
お
祝
い
す

る
「
青あ

お

葉ば

ま
つ
り
」
を
開
催
し
、
慶

祝
法
会
、
並
び
に
潅か

ん

仏ぶ
つ

儀ぎ

を
奉
修
し

て
き
ま
し
た
。 

本
年
は
、
お
大
師
様
が
天
長
九
年

（
八
三
二
）
に
奉
修
さ
れ
た
万ま

ん

灯と
う

会え

に
お
け
る
「
願が

ん

文も
ん

」
を
紐
解
き
、
お

大
師
様
の
大
い
な
る
願
い
に
ふ
れ
て

い
た
だ
く
法
会
を
下
記
概
要
に
て
執

り
行
い
ま
す
。 

ど
な
た
で
も
お
参
り
い
た
だ
け
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
繰
り
合
わ
せ
ご

参
拝
下
さ
い
。 

合 

掌 
 

岡
山
市
弘
法
大
師
降
誕
会 
 

 
 
 
 
 
 

弘
法
大
師
ご
誕
生
慶
祝 

 
 

青
葉
ま
つ
り 

本
年
は
、
お
大
師
様
が
「
万ま

ん

灯と
う

会え

願が
ん

文も
ん

」
に
込
め
ら
れ
た
大
願
に
ふ
れ
、

お
大
師
様
と
の
ご
縁
を
深
め
て
い
た

だ
く
法
会
を
行
い
ま
す
。 

 ≪

日
時≫

 

令
和
七
年
六
月
十
五
日
（日
） 

◇
第
一
会 

午
後
一
時
～ 

◇
第
二
会 

午
後
二
時
半
～ 

二
座
奉
修
し
ま
す
の
で
、
い
ず
れ
か

の
時
間
に
ご
参
拝
下
さ
い
。
な
お
、

当
日
参
拝
者
多
数
の
場
合
は
お
待
ち

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご
了

承
下
さ
い
ま
せ
。 

 

◇
当
日
限
定
の
「特
別
朱
印
」も
用
意

し
て
お
り
ま
す
（
奉
納
五
百
円
也
） 

 ≪

会
所≫

 

 

真
言
宗
御
室
派
大
福
寺 

 
 

岡
山
市
中
区
御
成
町
十
五―

四 
 

参
拝
料
五
百
円
也
（記
念
品
有
り
） 

 

服
装
自
由
・申
し
込
み
不
要 

ご
詠
歌
巡
礼  

当
山
ご
詠
歌
会

は
二
月
二
十
五
日
、

大お
お

瀧た
き

山さ
ん

（
備
前
市

大
内
）
へ
お
参
り

し
ま
し
た
。 

同
山
は
奈
良
時

代
、
鑑が

ん

真じ
ん

和
上
に

よ
り
開
か
れ
た
寺
院
で
、
菅す

が

原わ
ら

道み
ち

真ざ
ね

編
纂
『
類る

い

聚
じ
ゅ
う

国こ
く

史し

』
（
平
安
初
期
）

に
も
そ
の
名
が
出
て
く
る
県
内
最
古

の
寺
院
の
一
つ
で
す
。
歴
史
の
中
で

火
災
や
戦
乱
に
も
遭
い
ま
す
が
、
足

利
氏
、
池
田
氏
な
ど
か
ら
厚
い
庇
護

を
受
け
、
最
盛
期
に
は
三
十
三
坊
を

誇
る
大
寺
院
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。 

一
行
は
、
同
山
西さ

い

法ほ
う

院い
ん

様
の
ご

本
堂
で
ご
詠
歌
を

奉
納
し
た
後
、
地

元
の
人
気
店
で
昼

食
を
い
た
だ
く
な

ど
、
有
意
義
で
楽

し
い
巡
礼
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
会
だ
よ
り  

  

い
つ
も
お
心
を
寄
せ
て
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

◇
志
納
金 

一
八
、
一
七
二
円 

令
和
六
年
十
二
月
七
日
～ 

令
和
七
年
三
月
十
五
日 

 

◆
能
登
地
震
被
災
者
救
援
募
金 

白
神
美
保
、
中
村
久
美
子
、
橋
本
時
夫
、

橋
本
蔦
枝
、
平
田
弥
生
、
山
田
紀
香
、

入
野
慎
乃
祐
、
髙
取
富
佐
子
、
朝
森
喜

久
子
、
朝
森
弥
英
、
朝
森
明
美
、
石
原

縉
吾
、
家
守
徑
子
、
家
守
由
佳
、
佐
藤

恭
子
、
原
田
清
子
、
船
岡
安
樹
子
、
石

原
敏
江
、
伊
藤
圭
子
、
冨
田
英
行
、
光

岡
香
里
、
白
神
勝
彦
、
齋
藤
忠
文 

 ◆
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金 

藤
岡
孝
子
、
佐
藤
恭
子
、
白
神
美
保
、

湯
浅
章
夫
、
片
岡
陽
平
、
穂
束
清
隆
、

穂
束
嘉
隆
、
木
庭
洋
介
、
光
岡
香
里
、

中
村
久
美
子 

 ◆
ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民
支
援
金 

佐
藤
恭
子
、
白
神
美
保 

以
上
、
敬
称
略 

 



日
中
仏
教
文
化
交
流
訪
問
団 

中
国
洛
陽
・西
安
参
拝 

長
泉
寺

杖
じ
ょ
う

心し
ん

会か
い

は
今
秋
十
月
十

六
日
～
二
十
一
日
、
日
中
仏
教
文
化

交
流
事
業
の
一
環
と
し
て
、
岡
山
市

と
の
友
好
都
市
で
あ
る
中
国
洛ら

く

陽よ
う

市

に
あ
る
白は

く

馬ば

寺じ

様
、
並
び
に
真し

ん

言ご
ん

宗
し
ゅ
う

祖そ

弘こ
う

法ぼ
う

大だ
い

師し

が
恵け

い

果か

和か

尚
し
ょ
う

よ
り

密
教
を
授
か
っ
た
西せ

い

安あ
ん

市
青

し
ょ
う

龍
り
ゅ
う

寺じ

様
を
参
拝
い
た
し
ま
す
。 

参
加
費
用
は
二
十
二
万
～
二
十
五

万
円
ほ
ど
（
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
、

空
港
税
な
ど
別
途
必
要
）
で
、
岡
山

市
日
中
友
好
協
会
様
の
全
面
協
力
の

下
、
全
行
程
に
日
本
側
の
ガ
イ
ド
通

訳
、
洛
陽
、
西
安
で
は
中
国
側
の
通

訳
ガ
イ
ド
も
付
き
、
不
便
な
く
安
心

し
て
お
参
り
で
き
る
内
容
で
す
。 

特
に
、
中
国
最
古
の
寺
院
「
白
馬

寺
」
様
に
お
い
て
は
「
日
中
仏
教
文

化
交
流
」
の
公
式
訪
問
と
な
り
ま
す

の
で
、
同
寺
の
管
長
猊
下
が
直
々
に

お
迎
え
下
さ
る
な
ど
、
一
生
の
思
い

出
と
な
る
よ
う
な
貴
重
な
体
験
が
で

き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

さ
ら
に
洛
陽
で
は
世
界
遺
産
で
あ

る

龍
り
ゅ
う

門も
ん

石せ
っ

窟く
つ

へ
参
り
ま
す
。
龍
門

石
窟
と
は
、
「
奉ほ

う

先せ
ん

寺じ

」
と
い
う
石

窟
寺
院
で
、
そ
の
本
尊
で
あ
る
廬る

舎し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

像ぞ
う

は
弘
法
大
師
も
唐
へ
の
留
学

中
、
参
拝
を
懇
願
さ
れ
た
ほ
ど
素
晴

ら
し
い
も
の
で
す
。
ま
た
そ
こ
は
、

真
言
密
教
の
最
重
要
経
典
で
あ
る

『
金こ

ん

剛ご
う

頂
ち
ょ
う

経
き
ょ
う

』
を
伝
え
、
「
付ふ

法
ほ
う
の

八は
っ

祖そ

」
の
第
五
祖
で
あ
る
金こ

ん

剛ご
う

智ち

三さ
ん

蔵ぞ
う

の
墓
所
で
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は

さ
ら
に
、
『
金
剛
頂
経
』
と
並
び
真

言
密
教
最
重
要
経
典
で
あ
る
『
大だ

い

日に
ち

経
き
ょ
う

』
を
翻
訳
さ
れ
、
「
伝で

ん

持じ
の

八は
っ

祖そ

」

の
第
五
祖
に
数
え
ら
れ
る
善ぜ

ん

無む

畏い

三

蔵
が
眠
る
「
広こ

う

化か

寺じ

」
（
龍
門
近
郊
）

へ
も
参
り
ま
す
。 

ま
た
西
安
で
は
、
若
き
日
の
空
海

様
が
遣
唐
使
と
し
て
中
国
へ
渡
り
、

恵
果
和
尚
よ
り
密
教
の
全
て
を
授
か

っ
た
聖
地
「
青
龍
寺
」
を
参
拝
す
る

ほ
か
、
一
九
七
十
年
代
に
発
掘
さ
れ

（
「
二
十
世
紀
最
大
の
発
見
」
と
も
）、

約
八
千
体
に
お
よ
ぶ
陶
製
の
兵
馬
が

並
ぶ
「
兵へ

い

馬ば

俑よ
う

」
、
秦
の
始
皇
帝
が

そ
の
身
体
を
癒
し
、
唐
の
玄げ

ん

宗そ
う

帝
が

楊よ
う

貴き

妃ひ

と
の
日
々
を
謳
歌
し
た
「
華か

清せ
い

池ち

（
宮
）
」
、
さ
ら
に
は
玄げ

ん

奘
じ
ょ
う

三

蔵
が
天
竺
か
ら
般
若
経
典
を
持
ち
帰

り
、
そ
れ
を
翻
訳
し
た
「
大だ

い

慈じ

恩お
ん

寺じ

」

（
経
典
類
を
納
め
た
「
大だ

い

雁が
ん

塔と
う

」
も

同
寺
内
に
あ
り
ま
す
）
な
ど
へ
も
参

り
ま
す
。 

こ
の
貴
重
な
機
会
に
ぜ
ひ
多
く
の

ご
参
加
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て

お
り
ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
御
方
は

当
山
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。 

白馬寺山門（洛陽市） 

龍門石窟 廬舎那仏像（洛陽市） 

青龍寺 恵果和尚像と弘法大師像（西安市） 

大慈恩寺 大雁塔（西安市） 

ご
案
内 



神
仏
習
合
④ 

 
 今

回
は
、
岡
山
に
残
る
神
仏
習
合

の
遺
蹟
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

 東
照
大
権
現
の
誕
生 

さ
て
、
仏
教
が
伝
来
し
て
か
ら
中

世
に
か
け
て
、
神
が
仏
を
護
り
（
鎮

守
）
、
仏
が
神
を
護
る
（
神
宮
寺
）

と
い
う
信
仰
が
定
着
し
、
さ
ら
に
は

本ほ
ん

地ち

垂す
い

迹
じ
ゃ
く

説せ
つ

に
象
徴
さ
れ
る
思
想

的
な
発
展
も
伴
っ
て
、
天
皇
か
ら
一

般
に
い
た
る
ま
で
神
仏
習
合
は
深
く

根
付
く
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。 

特
に
山
岳
信
仰
と
の
関
わ
り
が
強

い
密
教
と
の
習
合
は
進
み
、
真
言
密

教
系
で
は
大
和
国
「
大
神

お
お
み
わ

神
社

じ
ん
じ
ゃ

」
に

興お
こ

っ
た
「
三み

輪わ

流
り
ゅ
う

」
、
天
皇
家
の
流

れ
を
汲
む
「
御ご

流
り
ゅ
う

」
な
ど
の
「
両

り
ょ
う

部ぶ

神
道
」
が
発
達
。
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

で
も
天

台
密
教
と
神
祇
信
仰
（
山さ

ん

王の
う

権ご
ん

現げ
ん

）

が
融
合
し
た
「
山さ

ん

王の
う

神
道
」
が
隆
盛

し
ま
し
た
。
※
前
号
参
照 

江
戸
時
代
に
入
り
、
都
を
関
東
に

移
し
た
将
軍
徳
川
家
康
は
、
「
厭お

ん

離り

穢え

土ど 

欣ご
ん

求ぐ

浄
じ
ょ
う

土ど

」
と
書
い
た

幟
の
ぼ
り

幡ば
た

を
掲
げ
、
浄
土
思
想
を
信
奉
し
ま

し
た
。
戦
乱
の
世
が
終
わ
り
、
新
た

に
創
る
都
の
名
を
あ
え
て
「
江
戸

（
穢
土
）
」
と
し
た
の
も
、
自
ら
の

力
で
浄
土
を
創
る
！
と
い
う
強
い
意

気
込
み
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

家
康
に
よ
る
新
都
建
設
に
は
、
山

王
神
道
を
「
山さ

ん

王の
う

一い
ち

實じ
つ

神し
ん

道と
う

」
へ
と

進
化
さ
せ
た
慈じ

眼げ
ん

大
師
天て

ん

海か
い

が
将
軍

指
南
役
と
し
て
関
わ
り
ま
し
た
。
江

戸
城
鬼
門
（
北
東
）
へ
の
浅せ

ん

草そ
う

寺じ

建

立
や
五
街
道
の
整
備
は
、
天
海
の
助

言
に
よ
る
も
の
と
伝
わ
り
ま
す
。
家

康
は
世
界
一
の
都
市
を
創
る
た
め
、

神
仏
に
も
力
を
求
め
、
天
海
の
智
慧

を
珍
重
し
た
の
で
す
。
そ
の
意
味
で

江
戸
は
、
山
王
神
道
に
基
づ
い
て
設

計
さ
れ
た
都
市
と
も
言
え
ま
す
。 

天
海
を
信
頼
し
て
い
た
家
康
は
、

「
死
後
は
日
光
山
に
て
関
東
の
守
護

神
と
な
る
」
と
遺
言
し
ま
す
。
や
が

て
家
康
が
亡
く
な
る
と
、
二
代
将
軍

秀ひ
で

忠た
だ

の
命
に
よ
り
、
天
海
が
主
導
し

て
「
東と

う

照
し
ょ
う

社
（
現
・
日
光
東
照
宮
）
」

を
創
建
。
山
王
一
實
神
道
を
奉
じ
る

天
海
に
よ
っ
て
、
家
康
は
遺
言
通
り

江
戸
、
並
び
に
関
東
を
護
る
神―

―

「
東
照
大だ

い

権ご
ん

現げ
ん

」
と
な
り
ま
し
た
。 

 東
照
大
権
現
が
岡
山
へ 

さ
て
、
岡
山
の
話
に
入
り
ま
す

が
、
宇
喜
多
家
に
始
ま
り
小
早
川
家
、

池
田
家
と
続
い
た
岡
山
の
街
づ
く
り

に
お
い
て
、
池
田
藩
初
代
光み

つ

政ま
さ

は
、

東
照
大
権
現
の
威
力
を
求
め
ま
し
た
。

光
政
は
東
の
比
叡
山
「
東と

う

叡え
い

山ざ
ん

寛か
ん

永え
い

寺じ

」
に
居
た
天
海
に
対
し
、
東
照
大

権
現
の
分
神
を
岡
山
へ
勧
請
す
る
こ

と
を
依
頼
し
た
の
で
す
。 

日
光
山
に
お
い
て
天
海
自
ら
が
開か

い

眼げ
ん

供く

養よ
う

を
行
っ
た
分
神
は
、
光
政
が

派
遣
し
た
神
輿

み

こ

し

に
乗
っ
て
岡
山
へ
来

る
と
、
玉た

ま

井い

宮ぐ
う

の
あ
る
幣へ

い

立た
て

山
へ
鎮

座
。
天
海
の
弟
子
で
、
後
に
日
光
山

貫
主
と
な
る
公こ

う

海か
い

が
導
師
と
な
り
、

分
神
を
新
た
に
祀
る
「
玉
井
宮
東
照

宮
」
の
落ら

っ

慶け
い

法ほ
う

要よ
う

が
奉
修
さ
れ
ま
し

た
。
光
政
は
さ
ら
に
、
同
地
へ
天
台

宗
利り

光こ
う

院い
ん

（
現
・
東
山
公
園
）
を
開
創

し
、
玉
井
宮
東
照
宮
の
別
当
（
同
宮

を
維
持
管
理
す
る
寺
）
と
し
ま
し
た
。 

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
の
こ
の

出
来
事
に
よ
り
、
岡
山
も
山
王
一
實

神
道
が
奉
祀
す
る
東
照
大
権
現
に
よ

っ
て
守
護
さ
れ
る
街
と
な
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
現
在
、
東
照
宮
は
全
国
各

地
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
光
政
に
よ

る
東
照
宮
の
分
神
祭
祀
が
、
我
が
国

で
最
初
の
事
例
で
す
。 

 岡
山
・備
前
国
府
の
神
仏
習
合 

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
岡

山
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

コ
ラ
ム 

玉井宮東照宮（岡山市中区東山） 



岡
山
と
い
う
街
は
、
烏う

城
じ
ょ
う

（
岡

山
城
）
の
西
方
に
堀
が
巡
ら
さ
れ
、

そ
こ
に
城
下
町
が
築
か
れ
て
い
っ
た

と
い
う
歴
史
の
延
長
線
上
に
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
宇
喜
多
氏
が
自
ら
の
居

城
を
旭
川
西
岸
、
石
山
に
築
い
た
と

こ
ろ
に
始
ま
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ

よ
り
以
前
、
即
ち
室
町
後
期
頃
ま
で

は
、
商
業
の
中
心
は
備
前
福
岡
、
つ

ま
り
現
在
の
瀬
戸
内
市
・
吉
井
川
流

域
に
あ
り
ま
し
た
。
で
は
政
治
の
中

心
は
ど
こ
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
現

在
の
岡
山
市
中
区
国
府
市
場
に
「
備び

前ぜ
ん

国こ
く

庁
ち
ょ
う

跡あ
と

」
が
あ
り
、
そ
の
近
辺

で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
ま
す
。 

北
に
龍た

つ

ノの

口く
ち

山
、
南
に
操
山
と
南

北
が
山
に
挟
ま
れ
、
西
に
は
旭
川
が

流
れ
る
と
い
う
そ
の
土
地
は
、
湯ゆ

迫ば

温
泉
が
湧
き
、
雄
町
の
冷
泉
に
も
恵

ま
れ
る
と
い
う
沃
野
で
、
さ
ら
に
は

旧
山
陽
道
が
通
る
こ
と
か
ら
も
備
前

国
の
重
要
拠
点
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。 

そ
の
近
辺
の
寺
社
を
見
て
い
き

ま
す
と
、
龍
ノ
口
山
に
は
山
上
に
八

幡
宮
、
西
端
に
備
前
国
総
社
宮
が
あ

り
、
そ
の
山
麓
を
東
方
へ
向
か
う
と

安あ
ん

養よ
う

寺じ

（
賞
田
）
、
浄

じ
ょ
う

土ど

寺じ

（
湯
迫
）

と
い
う
天
台
宗
寺
院
が
並
び
ま
す
。

両
寺
に
は
「
山
王
宮
（
日ひ

吉よ
し

社
）
」

が
併
存
し
て
お
り
、
山
王
神
道
の
面

影
を
今
に
残
し
ま
す
。 

一
方
の
南
側
、
操
山
の
山
中
に
は
、

多
く
の
古
墳
や
神
社
、
そ
し
て
神
仏

が
習
合
し
た
山
岳
信
仰
の
足
跡
が
あ

り
、
そ
の
北
面
山
麓
に
は
東
方
よ
り

山や
ま

本も
と

院い
ん

（
米
田
）
、

長
ち
ょ
う

楽ら
く

寺じ

（
今
谷
）
、

恩お
ん

徳と
く

寺じ

（
沢
田
）
、
安あ

ん

住
じ
ゅ
う

院い
ん

（
国
富
）

と
真
言
宗
寺
院
が
順
に
並
び
ま
す
。

龍
ノ
口
山
と
操
山
と
で
、
天
台
宗
と

真
言
宗
が
見
事
に
分
か
れ
て
い
る
と

い
う
の
も
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。 さ

ら
に
同
地
に
は
、

賞
し
ょ
う

田だ

廃
寺

（
賞
田
）
、
幡は

多た

廃
寺
（
赤あ

こ

田だ

）
、
居こ

都つ

廃
寺
（
宍し

し

甘が
い

）
と
い
っ
た
飛
鳥
・
奈

良
時
代
に
ま
で
遡
る
巨
大
寺
院
の
遺

構
が
残
り
、
古
代
以
来
の
繁
栄
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。 

Ｊ
Ｒ
東
岡
山
駅
の
方
を
見
て
み

ま
す
と
、
同
駅
東
に
「
山さ

ん

王の
う

山
」

（
岡
山
市
東
区
宍
甘
）
と
い
う
小
高
い

山
が
あ
り
、
そ
の
西
方
が
土
田
、
さ

ら
に
そ
の
西
方
に
四し

の

御ご

神ぜ

と
い
う
地

域
が
あ
り
ま
す
。
「
四
御
神
」
と
は

読
む
の
も
困
難
な
珍
し
い
町
名
で
す

が
、
そ
れ
は
同
地
に
鎮
座
す
る
「
大お

お

神が

神じ
ん

社じ
ゃ

」
に
由
来
し
ま
す
。 

同
社
は
『
延え

ん

喜ぎ

式し
き

神じ
ん

名め
い

帳
ち
ょ
う

』（
延

長
五
年
・
九
二
七
）
に
出
て
く
る
古
社

で
、
「
伊
勢
国
鳥
羽
よ
り
遷
宮
」
と

の
伝
も
あ
り
ま
す
が
、
近
世
ま
で
は

「
オ
オ
ム
ワ
（
ミ
ワ
）
ノ
神
社
」
と

呼
ば
れ
て
お
り
、
大
和
国
「
大お

お

神み
わ

神

社
」
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
三
輪

流
神
道
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
は

ず
で
、
特
に
驚
く
の
は
当
時
の
境
内

が
な
ん
と
約
一
・
八
町
、
つ
ま
り
五

千
坪
を
超
え
る
ほ
ど
広
大
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
神
仏
の
力
た

る
や
ど
れ
ほ
ど
凄
か
っ
た
の
か
？
と

感
心
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
、
備
前
岡
山
に
お
け
る
神
仏

習
合
が
躍
動
し
た
時
代
の
足
跡
を
ご

紹
介
し
ま
し
た
。
紙
幅
の
関
係
で
取

り
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ご

存
じ
の
よ
う
に
岡
山
に
は
、
瑜ゆ

伽が

山

や
最
上
稲
荷
な
ど
、
神
仏
が
習
合
す

る
寺
社
が
今
も
存
在
し
ま
す
。 

次
回
は
そ
の
よ
う
な
神
仏
習
合
が
、

い
か
に
我
ら
日
本
人
の
精
神
性
に
影

響
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

（
次
号
へ
続
く
） 

≪

参
考
文
献≫

 

『
備
陽
國
誌
』
吉
備
郡
書
集
成
刊
行
会
（
作
陽
書
房
）
・
『
吉

田
神
道
の
四
百
年
』
井
上
智
勝

大神
お お が

神社（岡山市中区四御神） 

浄土寺  

旧山王宮の鳥居神額 



開講50 回記念   「神仏と霊山」 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   

 

                        

                         

   

    

                   

             

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 

 

■83回目 

4 月27 日（日） 13：30－16：00 
 

■84回目 

5 月24 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。 

開講 50回を記 

念して、民俗学 

者として著名な 

神崎宣武先生を 

講師にお迎えし 

ます。 

テーマは「神仏と霊山」。 

備前における熊山をとりあげな

がら、神仏習合と霊山信仰の密

接な関係を考察します。 

 

 

講師： 神
か ん

崎
ざ き

宣
の り

武
た け

 先生 

民俗学者 

3 月25 日 (火)     
19：00～20：30  

於：長泉寺本堂  
参加無料・予約先着 60名 

多数の参加が予想されます。 

参加ご希望のお方には、 

お早目にお申込み下さい。 

青
葉
ま
つ
り 

 

長泉寺 南方          

弘
法
大
師
ご
誕
生
慶
讃 

永代供養塔 樂陽廟 

春 秋 祭 
４月21 日（月）11時～ 

奉修 合同追悼法要  於玉佛堂 

仁
和
寺 

高
野
山  

4/12(土)～13(日) 

参加費￥45,000（大人１名） 

全行程貸切バス移動（長泉寺発着） 

宿泊 ホテルシングルルーム利用 

申込締切 ３月末 

 

釈尊ご誕生慶祝 花まつり 

４月８日（火）13時～15時 

於：後楽園鶴鳴館  主催：岡山市仏教会 

総本山仁和寺     高野山奥之院 

参
拝
の
旅  

主催 長泉寺 杖心会  詳細別紙 

6 月15 日（日）午後 於：大福寺 詳細別記 


