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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。本
年
も

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。  

   

新
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、昨
年
を
振
り
返
って
み
ま 

す
と
平
成
二
十
六
年
度
も
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
が

多
々
あ
り
ま
し
た
。 

 

思
い
起
こ
せ
ば
、広
島
の
土
砂
災
害
、御
嶽
山
の
突

然
の
噴
火
な
ど
自
然
界
の
異
常
気
象
は
、地
球
の
温

暖
化
、人
間
の
世
界
に
お
い
て
も
現
実
逃
避
か
ら
起
こ

る
薬
の
使
用
、児
童
虐
待
、エ
ボ
ラ
出
血
熱
、鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
、中
東
に
お
け
る
学
校
児
童
の
虐
殺
、な
ど
悲

し
い
事
件
に
心
を
痛
め
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

  

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
マ
ラ
ラ
・ユ
ス
フ
ザ
イ
さ
ん
の
演
説
の

中
に
、「強
い
と
言
わ
れ
る
国
々
は
戦
争
を
起
こ
す
上
で

は
逞
し
い
の
に
平
和
を
も
た
ら
す
こ
と
に
弱
腰
な
の
で
は

な
い
か
、戦
車
は
簡
単
に
造
る
の
に
学
校
を
創
る
の
は
な

ぜ
こ
れ
ほ
ど
難
し
い
の
か
」と
。 

 
ま
た
人
権
活
動
家
の
カ
イ
ラ
シ
ュ・サ
ト
カ
ル
テ
ィ
さ
ん

は
個
人
の
お
も
い
や
り
を
地
球
規
模
の
思
い
や
り
に
替
え

よ
う
と
、 

『過
激
主
義
よ
り
寛
容
さ
を
、恐
怖
よ
り
平
和
と
は
』

を
一
人
一
人
に
問
い
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。 

   

人
間
が
も
っと
強
い
意
志
と
自
然
の
中
で
し
か
生
き
ら

れ
な
い
、大
き
な
恵
み
に
よ
って
生
き
て
い
る
こ
と
を
認
め

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な

事
件
が
き
っか
け
と
な
り
、人
間
の
在
り
方
を
問
い
、そ

れ
が
縁
と
な
って
、善
き
先
輩
方
の
教
え
が
生
き
る
方

向
を
示
し
て
下
さ
って
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、今
共
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
為
に

衆
徒
・信
雄
が
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
、人
間

同
士
の
つ
な
が
り
を
持
って
、互
い
に
語
り
合
う
場
を
設

け
て
お
り
ま
す
。 

 

ほ
と
け
さ
ま
は
皆
平
等
に
「助
か
って
く
れ
よ
」と
願
って

お
ら
れ
ま
す
。そ
の
喚
び
声
が
少
し
で
も
ご
同
行
各
位

に
伝
わ
る
事
を
願
って
お
り
ま
す
。 

  

先
日
の
法
話
会
に
お
い
て
も
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
お
言

葉
を
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。そ
の
お
言
葉
と
は
、 

「い
つ
で
も
で
き
る
は
、い
つ
ま
で
も
し
な
い
」 

と
い
う
こ
と
。上
所
重
助
さ
ん
の
「そ
の
う
ち
」と
い
う
詩
の

一
節
で
あ
り
ま
す
。 

  

そ
の
う
ち
お
金
が
た
ま
った
ら 

 

そ
の
う
ち
家
で
も
建
て
た
ら 

 

そ
の
う
ち
子
供
か
ら
手
が
放
れ
た
ら 

 

そ
の
う
ち
時
間
の
ゆ
と
り
が
で
き
た
ら  

 

そ
の
う
ち
・・・・・・ 

 

そ
の
う
ち
・・・・・・ 

 

そ
の
う
ち
・・・・・・と 

 

出
来
な
い
理
由
を 

 

く
り
か
え
し
て
い
る
う
ち
に 

 

結
局
は
何
も
や
ら
な
か
った 

 

空
し
い
人
生
の
幕
が
お
り
て 

 

頭
の
上
に
淋
し
い
墓
標
が
立
つ 

 

そ
の
う
ち 

そ
の
う
ち 

 

日
が
暮
れ
る 

 

い
ま
き
た
こ
の
道
か
え
れ
な
い  

  

今
、自
分
の
居
り
場
所
を
今
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

手
遅
れ
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
、今
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
こ
と

の
不
思
議
さ
を
何
回
も
何
回
も
問
い
聞
く
場
を
持
ち

ま
し
ょ
う
。 

                                 

合
掌 

                  

久
遠
寺
住
職 

髙
山
元
智 
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仏
の
心
と
し
て
、
慈
は
楽
を
与
え
、

悲
は
苦
を
抜
く
＝
抜
苦
与
楽
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。 

  

私
た
ち
は
「
慈
悲
」と
い
う
と
、
上
か
ら

目
線
で
あ
っ
た
り
、
善
い
こ
と
を
し
た
と

い
う
心
か
ら
離
れ
ま
せ
ん
。 

 

「慈
悲
」
と
「
智
慧
」
の
お
こ
こ
ろ
は
道

理
を
わ
き
ま
え
行
動
す
る
心
で
あ
り

ま
す
。け
れ
ど
も
人
間
は
法
に
背
き
、

自
分
の
思
い
で
生
き
て
お
り
ま
す 

   

そ
こ
で
、
自
分
の
迷
い
が
翻
さ
れ
る
の

が
、
人
間
の
都
合
で
考
え
る
「慈
悲
」

で
は
な
く
、
救
わ
ん
と
す
る
が
如
く
の

仏
の
心
で
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
人
間
の
疑
い
を
除
き
、
本
当
の
こ

と
が
わ
か
ら
な
い
人
間
自
身
を
目
覚

め
さ
せ
る
の
が
、
仏
の 

は
た
ら
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

   

香
樹
院
徳
龍
師
の
語
録
か
ら
。 

  

念
仏
申
す
と
い
う
こ
と
は
聖
人
は

念
仏
申
し
て
何
か
に
な
る
と
か
徳
を

得
よ
う
と
か
で
は
な
く
、
佛
の
名
告

り
に
よ
って
今
ま
で
の
自
分
の
思
い
の

心
が
破
ら
れ
、そ
こ
に
新
し
い
自
分

が
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

「称
は
は
か
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。は

か
り
と
い
う
は
も
の
の
ほ
ど
を
さ
だ
む

る
こ
と
な
り
」
聖
典 

   

二
つ
の
も
の
が
一
つ
に
な
る
時
で
あ

る
仏
を
念
ず
る
時
、実
は
仏
か
ら
願

わ
れ
て
い
た
ん
だ
、と
そ
の
一
つ
に
な
っ

た
時
を
仰
って
い
ま
す
。 

 

真
宗
に
於
い
て
は 

「本
願
を
き
き
て
疑
う
心
な
き
を
聞

と
い
う
な
り
」一
念
多
念
文
意 

   

ま
た
如
来
の
誓
い
の
言
葉
を
聞
く

こ
と
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

   

 

現
代
は
一
人
一
人
が
他
の
こ
と
に

無
関
心
で
自
分
の
こ
と
ば
か
り
を
考

え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

   

け
れ
ど
も
、人
間
は
網
目
の
ご
と
く
、

つ
な
が
り
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、

親
・子
・社
会
の
中
で
関
係
し
、す
べ

て
が
こ
う
あ
って
ほ
し
い
と
願
い
を
か
け

ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
り
ま
す
。 

  

互
い
に
願
い
を
か
け
ら
て
い
る
こ
と
に

気
付
か
ず
に
い
ま
す
が
、親
は
子
に
、

子
は
親
に
、仏
は
衆
生
に
、衆
生
は

仏
に
願
い
を
か
け
て
い
る
の
で
す
。 

 

だ
か
ら
そ
の
こ
と
に
目
覚
め
た
人
、

成
った
人
の
証
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。 

  
拝
ま
な
い
者
も
拝
ま
れ
て
い
る
。 

  
拝
ま
な
い
時
も
拝
ま
れ
て
い
る               

 
                

東
井
義
雄 

  

成
った
人
の
言
葉
、お
味
わ
い
致
し

ま
し
ょ
う
。 

 

 

東
昇
氏
は
、
ウ
ィ
ル
ス
研
究
の
第
一
人
者
で

あ
り
、日
本
初
の
電
子
顕
微
鏡
第
一
号
を
完

成
さ
れ
た
お
一
人
で
す
。 

 

母
親
の
影
響
で
、親
鸞
聖
人
の
教
え
が
科
学

者
と
し
て
の
道
に
大
き
な
教
え
と
な
ら
れ
た
そ
う

で
す
。 

 

「
現
代
は
人
間
の
作
った
第
二
の
自
然
の
中
に

生
活
し
て
い
る
、そ
の
自
然
と
の
共
用
畏
敬
の

念
と
感
謝
す
る
」こ
と
を
強
く
叫
ば
れ
た
方
で

し
た
。 

 

よ
く
考
え
て
み
る
と
生
き
て
い
る
こ
と
が
不
思

議
で
あ
り
、偶
然
で
は
な
い
の
か
、死
は
誰
に
で
も

必
然
と
し
て
や
っ
て
く
る
、
い
の
ち
そ
の
も
の
は
自

分
の
所
有
物
で
は
な
く
、与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、自
分
の
意
思
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
こ
と
を
知
り
ま
す
。 

 

お
迎
え
は
必
ず
来
る
の
で
あ
り
、動
植
物
は
そ

の
事
実
を
黙
っ
て
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

人
間
は
自
分
の
勝
手
な
思
い
で
自
分
の
「生
」

を
解
釈
し
て
ま
す
。 

 

け
れ
ど
も
、
そ
の
「生
」は
私
の
思
い
を
超
え
て

い
る
「生
」で
あ
り
、父
も
母
も
多
く
の
先
に
往

か
れ
た
人
々
が
帰
ら
れ
た
所
だ
か
ら
こ
そ
、安

心
し
て
往
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

「人
間
の
力
で
得
た
も
の
は
、み
な
消
え
て
い
く
。

何
一
つ
力
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
力
と
な
る
も
の
は

絶
対
他
力
、与
え
ら
れ
た
「た
だ
念
仏
」だ
け
で

す
」 
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平
成
二
十
六
年
度
当
山
報
恩
講
イ
ベ
ン
ト
に 

『金
子
み
す
ゞ
一
人
舞
台
』を
お
招
き
し
ま
し
た
。 

プ
チ
参
籠
へ
【
京
都
六
角
堂
～
比
叡
山
ま
で
】 

 

浄
土
真
宗
開
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人
は
、
建
仁
元
年
（
一
二

〇
一
年
）
二
十
九
歳
の
時
、
毎
夜
比
叡
山
を
下
り
、
六
角
堂

に
百
日
も
の
間
、
参
籠
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
95
日
目
の
暁
の

夢
で
、
如
意
輪
観
音
よ
り
「
法
然
の
許
へ
行
け
」
と
の
示
現

を
得
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
当
時
、
法
然
上
人
は
吉
水
で
新
し

い
専
修
念
仏
の
教
え
を
説
い
て
い
た
頃
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の

夢
告
に
よ
っ
て
法
然
の
許
へ
行
き
通
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。 

 

そ
こ
で
親
鸞
聖
人
が
行
き
通
わ
れ
た
道
を
、
ほ
ん
の
僅
か

で
も
経
験
し
よ
う
と
、
高
田
派
若
手
僧
侶
二
六
名
で
約
五
時

間
か
け
て
京
都
市
内
を
歩
き
、
比
叡
山
を
登
っ
て
参
り
ま
し

た
。
「
こ
の
道
程
を
一
〇
〇
往
復
と
、
、
、
、
」
心
身
と
も

に
疲
れ
切
る
中
、
「
真
実
が
知
り
た
い
」
と
の
御
聖
人
様
の

強
き
求
道
の
お
心
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
気
が
し
ま
し

た
。
求
道
の
心
、
我
が
身
に
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

衆
徒 

信
雄 

 

年
末
の
大
掃
除
の
結
果
、
沢
山
の
古

本
が
家
の
片
隅
に
積
ま
れ
て
い
ま
せ
ん

か
？ 

 

ま
た
年
賀
状
を
沢
山
投
函
さ
れ
た
内
、

書
き
損
じ
ハ
ガ
キ
が
何
枚
か
御
座
い
ま

せ
ん
か
？ 

 

な
ぜ
お
聞
き
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、

古
本
や
書
き
損
じ
ハ
ガ
キ
で
、
東
北
の

こ
ど
も
た
ち
の
学
資
支
援
が
で
き
る 

  

か
ら
で
す
。
是
非
ご
協
力
い
た
だ
き
、

古
本
や
書
き
損
じ
ハ
ガ
キ
を
久
遠
寺
に

お
譲
り
頂
け
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

  

回
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限

り
い
た
だ
き
に
伺
う
予
定
で
す
。
興
味

が
あ
る
、
処
分
し
た
い
と
思
わ
れ
ま
し

た
ら
、
ま
ず
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
心

よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 

【
回
収
に
関
す
る
条
件
】 

 ※

古
本
は
、
雑
誌
辞
典
は
回
収
不
可
。 

バ
ー
コ
ー
ド
付
の
も
の
に
限
り
ま
す
。 

※

書
き
損
じ
ハ
ガ
キ
や
不
要
に
な
っ
た

喪
中
ハ
ガ
キ
を
対
象
で
す
。 

 

以
上
、
皆
様
の
ご
協
力
で
東
北
の
子
供

達
を
支
援
致
し
ま
し
ょ
う
。 

 

古本勧進 
ノススメ 

平成26年12月～1月31日 

≪横浜なごみ庵浦上哲也御住職と演者の保谷果菜子さん。ちなみにご夫婦です。住職と並んでニッコリ(笑)写真撮影≫ 
 

 

平
成
二
十
五
年
度
は
、
坊
さ
ん
バ
ン
ド
『
Ｇ
・
ぷ
ん
だ

り
ー
か
』
さ
ん
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
仏
様
の
教
え
、
い
の

ち
の
尊
さ
を
歌
に
乗
せ
て
伝
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
感

動
は
今
も
心
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
平
成
二
十
六
年
度
は
横
浜
か
ら
お
招
き
し
た

「
金
子
み
す
ゞ
一
人
舞
台
」
。 

 

お
招
き
し
た
の
は
、
真
宗
高
田
派
の
御
寺
院
「
な
ご
み

庵
」
の
御
住
職
夫
婦
で
あ
り
ま
す
が
、
坊
守
様
は
演
劇
出
身
。

そ
の
才
能
を
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
、
仏
様
の
教
え
を
演
劇
を

通
し
て
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

今
回
久
遠
寺
と
し
て
お
願
い
し
た
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
は
、
波

瀾
万
丈
な
短
い
人
生
を
過
ご
さ
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

 

そ
の
み
す
ゞ
さ
ん
の
人
生
を
通
し
、
詩
を
織
り
交
ぜ
な
が

ら
、
大
切
な
も
の
を
伝
え
て
下
さ
る
と
て
も
心
に
響
く
舞
台

を
演
じ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
中
に
は
目
に
涙
を
浮
か
べ
る
人

も
。
そ
れ
く
ら
い
感
動
す
る
、
共
感
で
き
る
温
か
い
舞
台
で

し
た
。 

み
す
ゞ
さ
ん
は
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
。
私
た
ち
は
そ
の

お
気
持
ち
を
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
。
い
の
ち
の
不
思
議
、

尊
さ
、
さ
ら
に
は
仏
様
の
慈
し
み
が
知
ら
さ
れ
る
ご
縁
を
頂

戴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

衆
徒 

信
雄 

 

≪始めの15分が一番キツかったです(-_-;)≫ 
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◎ 久遠寺ホームページ＆ブログ『シュリハンダカ』＆facebookも随時更新中です。 
◎ お寺でやりたい！イベント企画も募集しております。是非お問合せ下さい。 
◎ 古本と葉書は随時回収しております。是非「古本勧進」東北支援にご協力下さい。 
◎ お経本・お念珠は大切なものです。床に直接置かないように気を付けましょう。  
 

久遠寺の写真日記～日日是好日～日常を写真でお伝えします！ 

柔軟体操を受けた
方は、知らない間
に体が楽になった
との声が！効果絶
大です！！体験し
てみて下さいね！ 

近所の小学校二年生
が、校外学習に尋ね
てくれました！ 
子供達の率直な質問
には驚きの連続でし
た！ 

12/18、名古屋で
は滅多にない積雪。
まっ白に彩られた
境内は、とても雰
囲気あるいい雪景
色となりました。 

ヨガは相変わらずの
大人気イベント。 
読経・法話・ヨガ・
談話と楽しんでおり
ます！！皆様も是非
ご参加下さいね！ 

長男は、遊びつい
でに？よく手伝っ
てくれるようにな
りました。でも恰
好は・・なぜ鬼太
郎です(笑) 

『
一
光
三
尊
仏
御
開
扉
法
会
』 

 
 
 

久
遠
寺
団
体
参
拝
を
予
定 

 

平
成
二
十
七
年
四
月
五
日
日
曜
日

に
高
田
本
山
へ
団
体
参
拝
を
計
画
す

る
事
と
な
り
ま
し
た
。 

 

一
光
三
尊
仏
の
ご
縁
に
遇
う
の
と

同
時
に
、
今
回
真
宗
大
谷
派
僧
侶
で

あ
る
川
村
妙
慶
師
を
お
招
き
し
、
ご

講
演
い
た
だ
き
ま
す
。 

  
実
は
私
、
と
て
も
師
の
大
フ
ァ
ン

で
す
。
著
書
も
一
〇
冊
ほ
ど
所
有
し

愛
読
し
て
お
り
ま
す
し
、
名
古
屋
で

講
座
が
あ
れ
ば
聴
講
し
に
い
く
ほ
ど
。

力
不
足
に
か
か
わ
ら
ず
、
師
の
よ
う

な
お
話
が
し
て
み
た
い
、
と
も
思
っ

て
い
ま
す
。 

 

師
は
、
と
て
も
温
か
く
優
し
く
包

み
込
ん
で
下
さ
る
お
人
柄
。
お
話
も

魅
力
い
っ
ぱ
い
で
引
き
込
ま
れ
る
内

容
ば
か
り
で
す
。 

 
 

 

是
非
、
皆
様
と
共
に
時
間
を
過
ご

し
た
く
存
じ
ま
す
。
後
程
、
詳
細
の

ご
案
内
差
し
上
げ
ま
す
の
で
、
ご
予

定
を
繰
り
合
わ
せ
の
ご
参
加
を
心
よ

り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

衆
徒 

信
雄 

 

[

晨
朝
説
教
の
ご
縁] 

 

平
成
二
十
六
年
九
月
よ
り
月
に
一

度
、
高
田
本
山
専
修
寺
の
晨
朝
説
教

の
ご
縁
を
仰
せ
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。 
 

 通
常
、
私
の
よ
う
な
力
不
足
な
者
に

は
と
て
も
お
受
け
で
き
る
場
で
は
な

い
の
で
す
が
、
諸
先
輩
方
の
お
力
添

え
に
よ
り
必
死
に
勉
強
さ
せ
て
も

ら
っ
て
お
り
ま
す
。 

  

ま
た
な
ぜ
説
教
な
の
か
、
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も

仏
様
の
尊
い
教
え
は
お
話
で
し
か
お

伝
え
で
き
ま
せ
ん
。
多
少
な
り
と
も

寺
の
荘
厳
や
人
格
も
影
響
は
確
実
に

あ
り
ま
す
が
、
私
の
中
で
今
、
先
代

の
姿
が
息
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。 

『
生
き
る
と
は
、
い
の
ち
と
は
、
南

无
阿
弥
陀
仏
と
は
、
』
あ
の
真
剣
に

問
う
て
い
た
眼
差
し
の
中
に
何
を
見

た
の
か
見
つ
め
た
く
な
り
ま
し
た
。 

  

と
言
っ
た
も
の
の
先
代
の
年
齢
ま

で
五
十
五
年
も
か
か
り
ま
す
。
そ
こ

ま
で
生
き
れ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
地
道
に
し
っ
か
り
道
を

た
ど
っ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 

未
熟
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
皆
様

の
お
支
え
を
励
み
に
頑
張
っ
て
い
き

ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

衆
徒 

信
雄 

 

今
、 

あ
る
事
に 

 

感
謝
！ 

当寺住職 元智 

干
支
は
未 

秋田晃男 様 加藤裕 様 

 

平
成
二
十
七
年

度
の
干
支
「
未
」

を
頂
戴
し
ま
し
た
。 

 
 

例
年
の
如
く
、

庫
裡
と
本
堂
を
結

ぶ
渡
り
に
飾
っ
て

あ
り
ま
す
。 

 

是
非
ご
来
寺
し

て
ご
観
覧
下
さ
い
。 

川村妙慶 師 

晨朝前の本山風景（AM6:30頃） 
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