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おふどうさんありがとうございます。

     なみきり 令和6年 春号1

開運の寺 真言宗 
三白山　波切不動寺

▲令和5年12月10日御礼護摩修行のようす。祥泉阿闍梨の後
ろには九州・鹿児島の報恩寺の法主が座していました。

あ

じ

ゃ

り

ご

ま

ど

う

し

し
ょ
う
せ
ん

令
和
６
年
よ
り

祥
泉
阿
闍
梨
が
護
摩
導
師
を
つ
と
め
ま
す

「友だち追加」をする
と、LINEでお寺からの
通知を受信できます

令
和
5
年 

御
礼
護
摩
修
行

「
護
摩
修
行
」
は
密
教
の
修
行
法
の
ひ
と
つ
で
、

日
頃
知
ら
ず
知
ら
ず
に
作
っ
て
い
る
災
い
の
種

（
罪
、
と
が
、
穢
れ
、
執
着
、
欲
）
を
焼
き
尽

く
し
ま
す
。

　

御
本
尊
の
前
に
設
け
た
護
摩
壇
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
供
物
を
捧
げ
、
護
摩
木
と
い
う
特
別

な
薪
を
焚
い
て
祈
り
ま
す
。
導
師
は
護
摩
壇
の

正
面
に
座
り
修
法
を
執
り
、
火
の
中
に
お
不
動

さ
ま
を
お
招
き
し
ま
す
。

　

新
春
初
護
摩
か
ら
祥
泉
阿
闍
梨
が
導
師
と

な
り
、
月
3
回
の
定
例
護
摩
を
３
段
護
摩
で
修

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

お
不
動
さ
ま
に
1
年
の
ご
加
護
、
ご
守
護

に
感
謝
す
る
御
礼
護
摩
を
厳
修
す
る
御
礼
護

摩
は
、
ご
本
尊
さ
ま
の
加
持
力
を
増
大
さ
せ

る
た
め
の
法
要
で
も
あ
り
ま
す
。

　

毎
朝
の
勤
行
に
て
、
当
寺
の
山
主
と
住
職

は
信
者
の
皆
さ
ん
の
健
康
、
商
売
繁
盛
、
闘

病
平
癒
、
良
縁
成
就
、
五
穀
豊
穣
、
就
職
成
就
、

試
験
合
格
成
就
な
ど
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

大
難
が
小
難
、
小
難
が
無
難
に
過
ご
せ
る
よ

う
に
と
の
願
い
を
欠
か
し
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。

　

波
切
不
動
寺
は
、
遡
っ
て
平
成
21
年
か
ら

年
末
に
八
千
枚
護
摩
を
成
満
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
令
和
2
（
２
０
２
０
）
年
の
祥
泉
阿
闍

梨
に
よ
る
八
千
枚
護
摩
を
最
後
に
、
大
護
摩

の
「
御
礼
護
摩
」
に
代
え
て
修
し
、
令
和
5
年

で
3
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。
1
年
間
私
た
ち

を
ご
加
護
く
だ
さ
っ
た
お
不
動
さ
ま
に
御
礼

を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
一
層
の
強
い
お
力

を
つ
け
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
今
回
も
護
摩

木
の
奉
納
を
皆
さ
ま
に
お
願
い
し
、
令
和
5

年
12
月
10
日
に
五
段
護
摩
を
お
納
め
い
た
し

ま
し
た
。

令
和
5
年
度 

波
切
不
動
明
王

御
礼
護
摩
修
行

　

こ
の
度
の
大
護
摩
は
「
御
礼
」
と
「
加
持
力

増
」
の
他
に
、
寺
の
敷
地
の
供
養
も
目
的
と
し

て
い
ま
し
た
。
お
寺
に
長
く
通
っ
て
い
る
信
者

の
皆
さ
ん
は
覚
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

現
在
の
寺
が
建
つ
東
成
井
は
、
い
わ
く
つ
き
の

土
地
で
し
た
。
幕
末
の
天
狗
騒
動
の
と
き
に
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
で
命
を
落
と
し
た
多
く
の
人

た
ち
が
葬
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
所

に
寺
を
建
て
る
の
も
何
か
意
味
の
あ
る
こ
と
と

住
職
は
考
え
て
、
平
成
27
（
2
0
1
5
）
年
寺

の
地
鎮
祭
後
に
「
無
縁
仏
」
と
「
未
成
仏
霊
」

の
供
養
の
た
め
、
白
い
丸
い
石
に
般
若
心
経
を

一
文
字
ず
つ
書
い
て
塚
の
下
に
埋
め
る
「
一
字

一
石
経
」
の
法
要
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
8
年
経
っ
て
も
ま
だ
「
供
養
」
が

足
り
な
い
と
、
九
州
の
報
恩
寺
・
丸
塚
照
範
法

主
か
ら
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
、
令
和
5
年
の
大

護
摩
の
時
に
土
地
神
さ
ま
の
供
養
、
無
縁
さ
ま

の
供
養
、
稲
荷
の
供
養
、
弁
財
天
の
供
養
、
そ

し
て
住
職
が
新
し
く
購
入
し
た
本
堂
の
東
側

の
土
地
の
供
養
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。



     なみきり 令和6年 春号 2

開運の寺 真言宗 
三白山　波切不動寺なみきり 令和6年   春号

◀
お
大
師
さ
ま
は「
こ
の
身
の
ま
ま
で
速
や
か
に
仏
に

な
る
」と
い
う「
即
身
成
仏
」の
考
え
方
を
説
き
ま
し
た
。

こ
の
世
は
極
楽
浄
土
で
あ
り
、自
ら
が
仏
と
な
る
方
法

を
聖
翠
阿
闍
梨
が
授
け
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

▲令和5年の大護摩の日に鹿児島の報恩寺・丸塚照範法主、
修蓮阿闍梨、福岡の大師寺・丸塚法泉住職をお迎えして供養
会を行った

　

令
和
5
年
の
御
礼
護
摩
の
後
に
、
住
職
は
丸

塚
照
範
法
主
か
ら
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
八
千
枚
の
護
摩
木
を
一
気
に
焚
き
上
げ
る
だ

け
の
力
を
持
つ
後
継
者
が
い
る
の
だ
か
ら
、
住

職
は
今
年
を
限
り
に
引
退
な
さ
い
。
祥
泉
阿
闍

梨
と
交
代
し
な
さ
い
。
次
に
何
を
す
る
べ
き
な

の
か
、
本
当
は
心
の
中
で
は
決
ま
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
お
や
り
な
さ
い
」
と
。

　

今
年
か
ら
、
聖
翠
住
職
は
法
主
（
ほ
っ
す
） 

と
な
っ
て
、
お
大
師
さ
ま
の
密
教
の
基
本
を
皆

さ
ん
に
教
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
世

で
生
き
て
仏
に
な
る
「
即
身
成
仏
」
の
体
現
で

す
。

　

密
教
は
秘
密
の
教
え
と
捉
え
ら
れ
る
一
方
で
、

非
常
に
難
解
か
つ
抽
象
的
な
教
え
の
た
め
授
け

る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
に
口
伝
と
実
践
を
も
っ
て

伝
え
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
弘
法
大
師
空
海
の
唱

え
た
即
身
成
仏
は
、
こ
の
世
で
生
き
て
仏
に
な

る
こ
と
で
あ
り
、
お
釈
迦
さ
ま
の
説
い
た
仏
教

と
は
異
な
り
ま
す
。

　

波
切
不
動
寺
の
目
指
す
【
極
楽
浄
土
】
を
具

体
的
に
述
べ
る
と
、
左
記
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◎
会
社
経
営
者
は
仕
事
に
恵
ま
れ
る

利
益
が
増
大
す
る
、従
業
員
の
確
保
が
で
き

る
、安
定
し
た
経
営
が
で
き
る
。

◎
健
康
を
手
に
入
れ
る

体
調
の
悪
い
人
な
ら
、毎
日
健
康
に
過
ご
せ

る
、安
心
し
て
生
活
が
送
れ
る
。

◎
結
婚
成
就
を
叶
え
る

未
婚
の
人
な
ら
、理
想
の
伴
侶
に
出
会
っ
て

結
婚
、子
ど
も
に
恵
ま
れ
幸
せ
な
家
庭
が
築

け
る
。

◎
福
徳
円
満

お
金
の
欲
し
い
人
な
ら
、金
銭
に
恵
ま
れ
て

裕
福
な
生
活
が
送
れ
る
。

◎
就
職
成
就

仕
事
を
み
つ
け
た
い
人
な
ら
、自
分
に
あ
っ

た
一
生
続
け
ら
れ
る
仕
事
に
就
く
こ
と
が
で

き
る
。

　

夢
み
た
い
な
話
で
す
が
、
実
際
に
聖
翠
阿
闍

梨
自
身
が
願
い
を
か
な
え
て
い
ま
す
。
こ
の
寺

の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
す
で
に
皆
さ
ん
も
ご

存
知
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
幼
稚
園
の
教
諭
を
し

な
が
ら
仏
教
の
道
を
志
し
、
自
宅
で
お
不
動
さ

ま
を
拝
み
な
が
ら
修
行
。
や
が
て
寺
院
の
僧
侶

と
な
り
、
同
時
に
農
業
（
土
の
修
行
）
で
も
成

功
し
て
い
ま
す
。
心
か
ら
望
む
仕
事
に
就
い
て

成
功
し
て
い
ま
す
。

「
思
い
描
い
て
い
た
願
い
が
実
現
し
た
」

「
波
切
不
動
寺
に
行
っ
て
良
か
っ
た
」

そ
う
、
皆
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
る
こ
と
が
、
法
主

と
な
っ
た
聖
翠
阿
闍
梨
の
目
標
で
す
。

　

生
は
苦
で
あ
る
、
病
は
苦
で
あ
る
、
老
は
苦

で
あ
る
。

　

若
い
時
分
に
は
想
像
も
で
き
な
い
体
の
衰
え

が
、
日
常
生
活
に
苦
労
を
強
い
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

そ
こ
で
落
ち
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、

日
々
、
何
と
か
生
き
て
い
く
た
め
の
努
力
を
し

て
い
か
な
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ノ
ー
ト
と
ペ
ン
が
あ
っ
た
ら
、
そ
こ
に
楽
し

い
こ
と
を
書
き
込
み
ま
す
。

　

こ
れ
は
「
引
き
寄
せ
の
法
則
」
と
い
わ
れ
、

実
践
す
る
た
め
の
ハ
ウ
ツ
ー
が
さ
ま
ざ
ま
な
メ

デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
心
の
状
態

を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
す
る
た
め
の
習
慣
で
す
。
誰

に
で
も
本
来
備
わ
っ
て
い
る
愛
や
慈
悲
と
い
っ

た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
感
情
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
、

不
満
、
怒
り
、
執
着
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

感
情
は
克
服
で
き
ま
す
。

　

苦
は
生
き
て
い
れ
ば
免
れ
ま
せ
ん
。
心
の
持

ち
よ
う
で
、
良
き
よ
う
に
変
え
ら
れ
ま
す
。

徳
を
積
む
と
は

一
切
皆
苦（
い
っ
さ
い
か
い
く
）

　

お
寺
に
お
参
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
す

ぐ
に
願
い
が
成
就
す
る
人
が
い
る
一
方
、
何

年
か
か
っ
て
も
叶
え
ら
れ
な
い
人
を
多
く
見

て
き
ま
し
た
。

　

お
不
動
さ
ま
に
手
を
あ
わ
せ
て
い
る
の
に
、

な
か
な
か
道
が
開
け
な
い
で
い
る
人
は
、
そ

こ
で
不
満
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
ら
台
無
し
で

す
。

　

住
職
の
師
匠
で
あ
る
醍
醐
寺
の
中
西
哲
玄

先
生
が
教
え
て
く
れ
た
言
葉
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

「
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
は
、
徳
積
み
を
し

て
い
な
い
か
ら
。
徳
を
積
ん
で
い
な
い
と
自

分
の
周
り
に
不
徳
な
人
が
集
ま
っ
て
き
て
、

思
い
通
り
に
物
事
が
進
ま
な
い
。
自
分
の
不

徳
を
悲
し
み
な
さ
い
。

　

物
事
が
う
ま
く
進
ん
で
、
人
間
関
係
に
も

恵
ま
れ
て
い
る
人
は
お
徳
を
積
ん
で
い
る
か

ら
で
す
。
お
徳
が
あ
れ
ば
、
良
き
人
が
集

ま
っ
て
く
る
ん
だ
よ
」

　

不
愉
快
な
気
分
に
さ
せ
る
人
。
あ
あ
だ
こ

う
だ
と
、
他
人
を
い
じ
る
人
。
そ
う
い
う
人

に
出
会
っ
て
し
ま
う
の
も
「
自
分
に
徳
が
な

い
か
ら
だ
」
と
思
え
ば
、
反
省
す
る
良
い
機

会
が
め
ぐ
っ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
す
。

　

嫌
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
に
も
「
私
は
徳

を
積
ん
で
い
な
い
か
ら
だ
」
と
言
い
聞
か
せ

る
と
、
腹
が
立
た
な
く
な
り
ま
す
よ
。

　

成
就
し
な
い
人
は
、
ご
自
身
を
振
り
返
っ

て
み
て
く
だ
さ
い
。
お
不
動
さ
ま
を
信
じ
、

自
分
の
行
い
を
振
り
返
っ
て
少
し
ず
つ
「
徳
」

を
積
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
お
不
動

さ
ま
に
手
を
あ
わ
せ
、
良
き
よ
う
に
、
良
き

よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
す
。



おふどうさんありがとうございます。

     なみきり 令和6年 春号3

開運の寺 真言宗 
三白山　波切不動寺

▲うちわの絵詞は上醍醐寺の中西哲玄僧正によるも
の。波切不動寺には哲玄僧正による直筆の色紙、掛け
軸がいくつも飾ってある

▲福岡県糸島の大師寺から丸塚顕慎阿闍梨をお招きし、
星を供養する法要を修めていただきました

　

お
寺
に
お
参
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
す

ぐ
に
願
い
が
成
就
す
る
人
が
い
る
一
方
、
何

年
か
か
っ
て
も
叶
え
ら
れ
な
い
人
を
多
く
見

て
き
ま
し
た
。

　

お
不
動
さ
ま
に
手
を
あ
わ
せ
て
い
る
の
に
、

な
か
な
か
道
が
開
け
な
い
で
い
る
人
は
、
そ

こ
で
不
満
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
ら
台
無
し
で

す
。

　

住
職
の
師
匠
で
あ
る
醍
醐
寺
の
中
西
哲
玄

先
生
が
教
え
て
く
れ
た
言
葉
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

「
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
は
、
徳
積
み
を
し

て
い
な
い
か
ら
。
徳
を
積
ん
で
い
な
い
と
自

分
の
周
り
に
不
徳
な
人
が
集
ま
っ
て
き
て
、

思
い
通
り
に
物
事
が
進
ま
な
い
。
自
分
の
不

徳
を
悲
し
み
な
さ
い
。

　

物
事
が
う
ま
く
進
ん
で
、
人
間
関
係
に
も

恵
ま
れ
て
い
る
人
は
お
徳
を
積
ん
で
い
る
か

ら
で
す
。
お
徳
が
あ
れ
ば
、
良
き
人
が
集

ま
っ
て
く
る
ん
だ
よ
」

　

不
愉
快
な
気
分
に
さ
せ
る
人
。
あ
あ
だ
こ

う
だ
と
、
他
人
を
い
じ
る
人
。
そ
う
い
う
人

に
出
会
っ
て
し
ま
う
の
も
「
自
分
に
徳
が
な

い
か
ら
だ
」
と
思
え
ば
、
反
省
す
る
良
い
機

会
が
め
ぐ
っ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
す
。

　

嫌
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
に
も
「
私
は
徳

を
積
ん
で
い
な
い
か
ら
だ
」
と
言
い
聞
か
せ

る
と
、
腹
が
立
た
な
く
な
り
ま
す
よ
。

　

成
就
し
な
い
人
は
、
ご
自
身
を
振
り
返
っ

て
み
て
く
だ
さ
い
。
お
不
動
さ
ま
を
信
じ
、

自
分
の
行
い
を
振
り
返
っ
て
少
し
ず
つ
「
徳
」

を
積
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
お
不
動

さ
ま
に
手
を
あ
わ
せ
、
良
き
よ
う
に
、
良
き

よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
す
。

お
星
さ
ま
の
供
養 

　

令
和
6
年
は
1
月
18
日
に
冬
土
用
入
り
し
ま

し
た
。
土
用
と
は
季
節
を
分
け
る
最
初
の
日
の

こ
と
で
す
。

　

皆
さ
ん
は
夏
に
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
る
「
土
用
の

丑
の
日
」
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
土
用
」
は
、
年
に
四
回
巡
っ
て
き
ま
す
。

二
十
四
節
気
で
は
各
土
用
の
最
初
の
日
を
土
用

入
り
と
い
い
、
土
用
の
最
後
の
日
の
土
用
明
け

が
節
分
に
な
り
ま
す
。
節
分
を
境
に
し
て
運
勢

が
変
わ
り
、
新
し
い
1
年
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

二十四節気（にじゅうしせっき）は、今でも
立春、春分、夏至など、季節を表す言葉と
して用いられています。1年を春夏秋
冬の4つの季節に分け、さらにそれぞ
れを6つに分けたもので、「節（せつ）
または節気（せっき）」と「気（中
（ちゅう）または中気（ちゅうき）と
も呼ばれる）」が交互にあります。
太陰太陽暦（旧暦）の閏月を設ける
基準となっており、中気のない月を
閏月としていました。二十四節気は、
その年によって1日程度前後することが
あります。

節
分
祭

な
ぜ
節
分
に

星
を
拝
む
の
で
し
ょ
う
か
？

　

真
言
密
教
で
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
大
日
如

来
が
姿
を
変
え
た
も
の
、
と
考
え
ま
す
。
お
不

動
さ
ま
も
。
観
音
さ
ま
も
。
山
も
川
も
草
も
木

も
。
そ
し
て
星
も
す
べ
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
大
日
如
来
な
の
で
す
。

　

お
大
師
さ
ま
は
唐
の
恵
果
阿
闍
梨
か
ら
仏
教

の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の

中
の
経
典
に
は
お
星
さ
ま
の
こ
と
、
宇
宙
の
真

理
を
書
き
記
し
た
も
の
も
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら

を
日
本
に
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
星

供
養
は
お
大
師
さ
ま
の
頃
か
ら
千
年
以
上
続
く

伝
統
行
事
で
す
。

星
供
養
曼
荼
羅

　

星
供
養
は
北
斗
七
星
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
星
を
供
養
す
る
法
要
で
す
。
写
真
は
節

分
祭
の
と
き
に
お
祀
り
す
る
星
供
曼
荼
羅
で
す
。

中
央
の
仏
さ
ま
「
一
字
金
輪
仏
頂
尊
」
の
下
に

北
斗
七
星
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
太
陽
、
月
、

火
星
、
水
星
、
木
星
、
金
星
、
土
星
を
神
格
化

し
た
羅
睺
星
（
ら
ご
し
ょ
う
）
、
彗
星
を
神
格

化
し
た
計
都
星
（
け
い
と
せ
い
）
、
目
を
凝
ら

す
と
12
星
座
の
絵
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

よ
く
「
私
は
〜
の
星
の
下
に
生
ま
れ
た
」
な

ど
と
い
い
ま
す
。
生
を
受
け
た
時
を
細
か
く
見

る
と
、
十
二
支
（
子
丑
寅
な
ど
）
・
九
曜
（
月

火
水
な
ど
）
・
二
十
八
宿
（
参
井
鬼
な
ど
）
・

十
二
宮
（
十
二
カ
月
）
・
そ
れ
に
刻
（
時
間
）

と
、
大
ま
か
に
見
て
も
こ
れ
だ
け
の
星
の
作
用

を
受
け
て
誰
し
も
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
世
に
生
ま
れ
た
時
に
授
か
っ
た
一
生
変

わ
ら
ぬ
守
り
星
の
「
本
命
星
（
ほ
ん
み
ょ
う

じ
ょ
う
）
」
、
「
元
辰
星
（
が
ん
じ
ん
じ
ょ

う
）
」
、
本
命
宿
（
27
種
類
の
宿
か
ら
割
り
出

さ
れ
た
自
分
自
身
の
部
屋
）
と
毎
年
移
り
変
わ

る
星
（
当
年
星
）
、
そ
れ
ら
を
司
る
金
輪
仏
頂

や
当
年
星
を
司
る
北
斗
七
星
を
供
養
す
れ
ば
、

厄
年
や
星
回
り
の
悪
い
年
で
あ
っ
て
も
災
難
を

免
れ
、
良
い
年
は
よ
り
一
層
良
く
な
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
一
年
間
の
幸
福
を
祈
り
、
災
い
を

除
く
伝
統
儀
式
で
す
。



開運の寺 真言宗 
三白山　波切不動寺

     なみきり 令和6年 春号 4

なみきり 令和 6年   春号

キ
ッ
ズ
エ
リ
ア
も
大
盛
り
上
が
り

こ
れ
ま
で
の
嫌
な
も
の
を「
捨
て
る
」こ
と
で
、福
を
授
か
る

　

昨
年
の
10
月
、
大
久
保
農
園
に
は
イ
チ
ゴ
の

苗
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
半
年
以
上
か
け
て

育
て
て
き
た
10
万
8
0
0
0
本
の
苗
が
病
気
で

全
滅
し
た
か
ら
で
す
。
外
国
か
ら
き
た
従
業
員

た
ち
は
、
不
安
な
顔
で
毎
日
聞
い
て
き
ま
す
。

「
イ
チ
ゴ
の
苗
が
な
い
、
お
母
さ
ん
ど
う
す

る
。
」

　

そ
れ
に
対
し
、
住
職
は

「
大
丈
夫
、
苗
は
ど
こ
か
か
ら
く
る
」
と
言
い

続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
通
り
、
や
が
て

大
久
保
農
園
に
は
７
軒
の
農
家
さ
ん
か
ら
5
万

本
の
イ
チ
ゴ
の
苗
が
届
き
ま
し
た
。
5
万
本
の

苗
か
ら
ラ
ン
ナ
ー
を
取
り
10
万
本
に
し
て
、
12

月
に
は
ハ
ウ
ス
全
棟
に
苗
を
植
え
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。
そ
し
て
12
月
17
日
に
は
真
っ
赤

に
実
っ
た
イ
チ
ゴ
の
出
荷
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ゼ
ロ
だ
っ
た
苗
は
２
カ
月
経
た
ず
に
ハ
ウ
ス

を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
に
増
え
て
、
見
事
な
イ
チ

ゴ
を
実
ら
せ
た
の
で
す
。
ま
さ
に
奇
跡
が
起

こ
っ
た
の
で
す
。

　

大
久
保
農
園
の
イ
チ
ゴ
は
、
一
昨
年
か
ら
豊

洲
市
場
を
通
じ
て
全
国
に
流
通
し
て
い
ま
す
。

ブ
ラ
ン
ド
イ
チ
ゴ
と
し
て
仲
卸
の
目
利
き
の
間

か
ら
も
支
持
を
得
て
い
ま
す
。
地
元
の
人
た
ち

に
も
っ
と
大
久
保
農
園
の
イ
チ
ゴ
を
味
わ
っ
て

も
ら
い
た
い
、
と
い
う
住
職
の
望
み
も
あ
り
、

昨
年
末
か
ら
笠
間
の
「
道
の
駅
」
で
も
購
入
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
す
で
に
「
大
久
保
農
園
の

イ
チ
ゴ
」
を
指
名
買
い
す
る
リ
ピ
ー
タ
ー
も
つ

い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
大
久
保
農
園
に
直
接

足
を
運
ん
で
購
入
も
で
き
ま
す
。
そ
し
て
ま
も

な
く
毎
年
好
評
の
イ
チ
ゴ
狩
り
も
始
ま
り
ま
す
。

禍
を
捨
て
て
、福
を
拾
う 

福
ま
き

　

年
に
1
度
の
大
盤
振
る
舞
い
、
波
切

不
動
寺
の
「
福
ま
き
」
は
年
々
規
模
が

拡
大
。
節
分
の
日
を
楽
し
み
に
、
多
く

の
方
が
お
参
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
「
福
ま
き
」
で
は
、
お
餅
や
福
豆
だ
け

で
な
く
、
お
菓
子
、
カ
ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
、

そ
し
て
お
金
の
入
っ
た
「
ポ
チ
袋
」
が

ま
か
れ
ま
す
。
令
和
6
年
の
2
月
3
日

ま
で
背
負
っ
て
き
た
嫌
な
も
の
を
「
捨

て
る
」
こ
と
で
、
福
を
招
き
入
れ
ま
す
。

　

法
螺
貝
の
吹
螺
師
で
あ
る
鎰
廣
先
生

も
京
都
の
醍
醐
寺
か
ら
駆
け
つ
け
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
法
螺
貝
と
と
も
に
豆

ま
き
を
開
始
。
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
を
壇

◀大人も子どもも「福
まき」で獲得した物は
ビニール袋に入れて
お持ち帰りします。
「当たりくじ」の付い
たお餅を拾うと引換
所で特別な品と交換
ができました

▲当日は晴天に恵まれたことも幸いし、福まき用の特設
会場には500人近い信者さんが集まりました

上
に
仕
立
て
た
場
所
に
寺
の
行
者
や
信

者
さ
ん
、
そ
し
て
今
年
厄
年
の
方
に
上

が
っ
て
も
ら
い
「
禍
の
代
物
」
を
、
ま

い
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

ま
く
も
の
は
「
因
縁
」
の
つ
い
た
代

物
で
す
。
地
面
に
つ
く
前
に
受
け
取
る

と
因
縁
は
捨
て
ら
れ
ず
に
、
受
け
取
っ

た
人
が
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
い
っ
た
ん
地
面
に
つ
い
て
か

ら
拾
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

子
ど
も
が
大
人
に
交
じ
っ
て
拾
う
の

は
危
険
、
事
故
が
起
き
た
ら
一
大
事
。

と
い
う
こ
と
で
3
年
前
か
ら
小
学
生
以

下
に
限
定
し
た
豆
ま
き
エ
リ
ア
を
開
設

し
ま
し
た
。
こ
れ
で
安
全
に
「
福
拾

い
」
が
で
き
る
と
安
心
し
ま
し
た
が
、

別
の
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。
子
ど
も
限

定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
ど
も
に
紛
れ

て
保
護
者
を
は
じ
め
大
人
も
拾
い
に
来

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
。

　

毎
年
、
楽
し
い
節
分
祭
を
続
け
て
い

く
た
め
に
も
「
福
ま
き
」
に
参
加
す
る

人
は
、
事
前
に
お
伝
え
し
た
注
意
事
項

を
よ
く
よ
く
守
っ
て
、
福
拾
い
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　今年の初午祭は14時からはじめ、皆
さまの家内安全、五穀豊穣、厄払いなど
を祈願しました。コロナ禍で見あわせ
ていた「大般若経転読会」法要を3年ぶ
りに行い、信者の皆さまと一緒に、稲荷
大明神さまを拝みました。
　大般若経全600巻を扇を広げるよう

▲波切不動寺のお稲荷さんは宇迦之御
魂神 (うかのみたまのかみ) さまです。
ご本尊さまの眷属として大黒天さんや
弁財天さんとともに付き添っていらっ
しゃいます

にして経本を空中にかざしながら読誦
します。この転読の際におこる風（梵風
ぼんふう）にあたると、無病息災や諸願
成就にご利益があるといわれておりま
す。法要の後、皆さまに持ち寄っていた
だいたお供えを神さまと共にいただく
「直会 (なおらい)」を行いました。

令和6年の初午のご報告
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おふどうさんありがとうございます。
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◎
大
久
保
農
園
に
起
こ
っ
た
奇
跡

大
久
保
農
園
の
体
験

不
思
議
な
話

体
験
事
例

　

先
祖
さ
ん
を
尊
ぶ
と
、必
ず
自
分
に
よ
い
縁

が
め
ぐ
っ
て
き
ま
す
。

　

先
日
も
、あ
る
方
が「
二
座
式
供
養
を
修
し

て
ご
利
益
を
い
た
だ
い
た
」と
お
寺
に
報
告
に

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
方
は
、高
級
品
を
取
り
扱
う
販
売
店
を

経
営
し
て
い
ま
す
が
、取
引
先
が
不
渡
り
を
出

し
た
り
、仲
介
業
者
に
だ
ま
さ
れ
た
り
と
い
っ

た
不
運
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
二
座
式
供
養
を
し
た
と
こ
ろ「
よ

い
ご
縁
」が
め
ぐ
っ

て
く
る
よ
う
に
な

り
、ス
ム
ー
ズ
な
商

談
、円
満
な
取
引
が

続
い
て
い
る
と
の

こ
と
。

　

以
来
、不
動
縁
日

に
は
必
ず「
御
宝

前
」を
届
け
て
く
だ

さ
い
ま
す
。

　

昨
年
の
10
月
、
大
久
保
農
園
に
は
イ
チ
ゴ
の

苗
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
半
年
以
上
か
け
て

育
て
て
き
た
10
万
8
0
0
0
本
の
苗
が
病
気
で

全
滅
し
た
か
ら
で
す
。
外
国
か
ら
き
た
従
業
員

た
ち
は
、
不
安
な
顔
で
毎
日
聞
い
て
き
ま
す
。

「
イ
チ
ゴ
の
苗
が
な
い
、
お
母
さ
ん
ど
う
す

る
。
」

　

そ
れ
に
対
し
、
住
職
は

「
大
丈
夫
、
苗
は
ど
こ
か
か
ら
く
る
」
と
言
い

続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
通
り
、
や
が
て

大
久
保
農
園
に
は
７
軒
の
農
家
さ
ん
か
ら
5
万

本
の
イ
チ
ゴ
の
苗
が
届
き
ま
し
た
。
5
万
本
の

苗
か
ら
ラ
ン
ナ
ー
を
取
り
10
万
本
に
し
て
、
12

月
に
は
ハ
ウ
ス
全
棟
に
苗
を
植
え
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。
そ
し
て
12
月
17
日
に
は
真
っ
赤

に
実
っ
た
イ
チ
ゴ
の
出
荷
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ゼ
ロ
だ
っ
た
苗
は
２
カ
月
経
た
ず
に
ハ
ウ
ス

を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
に
増
え
て
、
見
事
な
イ
チ

ゴ
を
実
ら
せ
た
の
で
す
。
ま
さ
に
奇
跡
が
起

こ
っ
た
の
で
す
。

　

あ
る
ご
夫
婦
は
、
中
学
生
の
孫
を
地
元
の

進
学
校
に
行
か
せ
た
く
て
、
お
不
動
さ
ま
に

『
一
願
祈
願
』
を
お
祈
り
し
て
き
ま
し
た
。
そ

の
高
校
を
出
れ
ば
、
志
望
の
大
学
を
目
指
せ

る
か
ら
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
願
い
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

お
不
動
さ
ま
は
「
そ
の
時
」
に
は
願
い
を

聞
き
入
れ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
結
果

信
者
さ
ん
の
体
験

◎
お
不
動
さ
ま
の
示
す
「
そ
の
時
」

的
に
お
孫
さ
ん
は
「
学
校
推
薦
」
で
志
望
の

大
学
に
進
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

「
押
し
て
ダ
メ
な
ら
引
い
て
み
ろ
」
と
い
う
よ

う
に
、
違
う
や
り
方
を
試
し
て
み
た
ら
解
決

す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
す
ぐ
に
結
果
が

出
な
く
て
も
、
「
そ
の
時
」
が
来
る
ま
で
お
不

動
さ
ま
を
信
じ
て
待
ち
ま
す
。

　

お
不
動
さ
ま
は
、
そ
の
方
に
あ
っ
た
「
い
い

道
」
を
示
し
て
く
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
は
「
あ
っ
ち
が
い
い
」
「
こ
っ
ち
が

い
い
」
を
そ
の
時
の
状
況
に
流
さ
れ
て
瞬
間

的
に
判
断
し
て
見
誤
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
が
正
解
だ
っ
た
か
は
過
ぎ
て

み
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

大
久
保
農
園
の
イ
チ
ゴ
は
、
一
昨
年
か
ら
豊

洲
市
場
を
通
じ
て
全
国
に
流
通
し
て
い
ま
す
。

ブ
ラ
ン
ド
イ
チ
ゴ
と
し
て
仲
卸
の
目
利
き
の
間

か
ら
も
支
持
を
得
て
い
ま
す
。
地
元
の
人
た
ち

に
も
っ
と
大
久
保
農
園
の
イ
チ
ゴ
を
味
わ
っ
て

も
ら
い
た
い
、
と
い
う
住
職
の
望
み
も
あ
り
、

昨
年
末
か
ら
笠
間
の
「
道
の
駅
」
で
も
購
入
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
す
で
に
「
大
久
保
農
園
の

イ
チ
ゴ
」
を
指
名
買
い
す
る
リ
ピ
ー
タ
ー
も
つ

い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
大
久
保
農
園
に
直
接

足
を
運
ん
で
購
入
も
で
き
ま
す
。
そ
し
て
ま
も

な
く
毎
年
好
評
の
イ
チ
ゴ
狩
り
も
始
ま
り
ま
す
。

　

ど
う
し
て
農
神
さ
ま
と
波
切
不
動
寺
に
は

ご
縁
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
と
の
始
ま
り
は
6
年
前
に
さ
か
の
ぼ
り

ま
す
。
後
に
大
久
保
農
園
と
な
る
場
所
は
、

あ
る
方
か
ら
の
熱
心
な
勧
め
が
あ
っ
て
、
将

来
墓
地
に
し
て
も
よ
い
か
な
、
く
ら
い
の
軽

い
気
持
ち
で
購
入
を
決
め
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
そ
こ
は
因
縁
の
あ
る
土
地
で
し
た
。

　

９
０
０
０
坪
も
の
広
大
な
敷
地
の
目
立
つ

場
所
に
、
立
派
な
入
母
屋
（
い
り
も
や
）
造

り
の
古
民
家
が
建
ち
、
浮
か
ば
れ
な
い
霊
が

15
体
も
棲
ん
で
い
ま
し
た
。
古
民
家
の
床
下

に
は
、
忘
れ
去
ら
れ
た
【
水
神
さ
ま
】
が
埋

め
ら
れ
、
土
地
に
侵
入
し
た
者
に
障
り
を
起

こ
す
状
態
で
し
た
。

　

亡
霊
を
成
仏
さ
せ
、
水
神
さ
ま
を
助
け
、

肥
沃
な
土
地
に
す
る
た
め
に
住
職
は
一
大
決

◎
「
農
神
さ
ま
」
を
再
興
す
る
ま
で

心
を
し
て
、
入
母
屋
造
り
の
古
民
家
を
解
体
。

取
り
壊
し
た
後
に
は
土
を
深
く
ふ
か
く
掘
り

下
げ
て
整
地
し
ま
し
た
。

　

土
地
の
神
さ
ま
の
再
興
を
発
心
し
て
か
ら

4
カ
月
が
経
ち
、
よ
う
や
く
お
社
が
で
き
た
の

で
す
。

　

農
神
さ
ま
を
お
祀
り
す
る
ま
で
に
、
何
度
と

な
く
土
地
の
供
養
を
し
て
き
ま
し
た
。
土
地
の

神
さ
ま
と
向
き
あ
い
、
開
眼
供
養
に
い
た
る
ま

で
に
は
多
大
な
労
力
と
費
用
が
か
か
り
ま
し

た
。
波
切
不
動
寺
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と

で
し
た
。

　

農
神
さ
ま
の
お
社
は
、
大
久
保
農
園
の
門
を

ま
っ
す
ぐ
進
ん
だ
後
、
左
手
に
折
れ
た
と
こ
ろ

に
ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
さ
ま
も
お
近
く
に
お
寄
り
の
際
に
は
、
ぜ

ひ
農
神
さ
ま
を
お
参
り
く
だ
さ
い
ま
せ
。 農神さまのご神体は左から【荒神さま (土)】【水神さま (水)】

【稲荷さま (火、種)】。三位一体の神さまです
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昨
年
の
10
月
、
大
久
保
農
園
に
は
イ
チ
ゴ
の

苗
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
半
年
以
上
か
け
て

育
て
て
き
た
10
万
8
0
0
0
本
の
苗
が
病
気
で

全
滅
し
た
か
ら
で
す
。
外
国
か
ら
き
た
従
業
員

た
ち
は
、
不
安
な
顔
で
毎
日
聞
い
て
き
ま
す
。

「
イ
チ
ゴ
の
苗
が
な
い
、
お
母
さ
ん
ど
う
す

る
。
」

　

そ
れ
に
対
し
、
住
職
は

「
大
丈
夫
、
苗
は
ど
こ
か
か
ら
く
る
」
と
言
い

続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
通
り
、
や
が
て

大
久
保
農
園
に
は
７
軒
の
農
家
さ
ん
か
ら
5
万

本
の
イ
チ
ゴ
の
苗
が
届
き
ま
し
た
。
5
万
本
の

苗
か
ら
ラ
ン
ナ
ー
を
取
り
10
万
本
に
し
て
、
12

月
に
は
ハ
ウ
ス
全
棟
に
苗
を
植
え
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。
そ
し
て
12
月
17
日
に
は
真
っ
赤

に
実
っ
た
イ
チ
ゴ
の
出
荷
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ゼ
ロ
だ
っ
た
苗
は
２
カ
月
経
た
ず
に
ハ
ウ
ス

を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
に
増
え
て
、
見
事
な
イ
チ

ゴ
を
実
ら
せ
た
の
で
す
。
ま
さ
に
奇
跡
が
起

こ
っ
た
の
で
す
。

　

あ
る
お
寺
の
ご
住
職
と
話
を
す
る
機
会
が

あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
方
は
大
学
で
仏
教
を
学
ん
だ
後
に
滅

罪
寺
を
継
い
で
、
今
も
た
く
さ
ん
の
お
勉
強

を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

滅
罪
寺
と
は
、
檀
家
さ
ん
を
抱
え
て
お
葬

式
す
る
お
寺
で
、
多
く
の
場
合
は
お
寺
に
生

ま
れ
た
子
ど
も
が
跡
を
継
ぎ
ま
す
。
ち
な
み

に
波
切
不
動
寺
は
皆
さ
ん
の
お
願
い
ご
と
を

引
き
受
け
て
拝
む
祈
祷
寺
で
す
。

　

そ
の
ご
住
職
は
「
人
生
は
六
道
輪
廻
の
修

行
で
は
な
い
か
」
と
、
問
い
か
け
て
き
ま
し
た
。

六
道
輪
廻
は
、
地
獄
道
、
餓
鬼
道
、
畜
生
道
、

修
羅
道
、
人
間
道
、
天
上
道
。

あ
る
時
は
「
地
獄
道
」
に
落
ち
、
ま
た
あ
る
時

は
「
修
羅
道
」
に
落
ち
、
と
い
う
繰
り
返
し
。

人
生
の
う
ち
何
年
か
を
修
羅
道
で
過
ご
し
、

不
満
と
怒
り
で
抜
け
出
せ
な
い
ま
ま
今
度
は

餓
鬼
道
に
落
ち
、
一
生
を
終
え
る
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

金
銭
的
な
余
裕
が
な
く
て
食
べ
ら
れ
な
い

こ
と
を
餓
鬼
道
に
イ
メ
ー
ジ
し
が
ち
で
す
が
、

病
気
で
食
べ
ら
れ
な
い
こ
と
も
飢
え
に
よ
る

苦
し
み
で
す
。

「
自
分
を
顧
み
る
」の

お
話
を
し
ま
し
ょ
う

「
な
ん
で
自
分
は
、

こ
ん
な
に
不
幸
な
ん
だ
ろ
う
」

「
な
ん
で
自
分
は
、

こ
ん
な
家
庭
に
生
ま
れ
た
ん
だ
ろ
う
」

　

二
座
式
供
養
を
希
望
す
る
方
に
、
申
し

上
げ
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

二
座
式
供
養
は
、
2
時
間
〜
3
時
間
か

け
て
行
う
真
言
密
教
の
秘
法
で
す
。

　

お
寺
で
は
二
座
式
供
養
の
前
に
、
お
不

動
さ
ま
の
お
護
摩
の
火
に
あ
た
る
こ
と
を

す
す
め
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
お
不
動

さ
ま
に
施
主
の
邪
気
を
抜
い
て
も
ら
っ
た

後
に
二
座
式
供
養
で
因
縁
を
祓
う
こ
と
で
、

効
果
が
倍
増
す
る
か
ら
で
す
。

　

一
座
目
で
は
、供
養
す
る
人
の
名
前
を

よ
ん
で
、飲
み
物
と
供
物
を
召
し
上
が
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

あ
ち
ら
の
世
界
か
ら
い
ら
し
た
方
々

は
、の
ど
が
渇
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。そ

こ
で
、お
水
を
た
く
さ
ん
用
意
し
ま
す
。

一
座
目
で
渇
き
を
癒
し
、お
腹
を
満
た
し

て
い
た
だ
い
た
後
、二
座
目
を
は
じ
め
ま

す
。そ
の
時
に「
施
主
の
願
い
を
聞
い
て

く
だ
さ
い
」と
、お
経
を
唱
え
な
が
ら
お

願
い
し
ま
す
。

　

二
座
式
供
養
は
、御
嶽
山
の
開
山
に
尽

力
さ
れ
た
普
寛
行
者
さ
ま
が
、あ
ち
ら
の

世
界
か
ら
授
か
っ
た
修
法
で
す
。

　

普
寛
行
者
さ
ま
は
、天
台
と
真
言
の
両

宗
の
奥
儀
を
き
わ
め
た
大
阿
闍
梨
さ
ま

で
す
。

　

二
座
式
供
養
を
２
度
、３
度
と
繰
り
返

す
と
先
祖
さ
ん
が
力
を
つ
け
て
、守
護
し

て
く
だ
さ
い
ま
す
。最
低
で
も
3
回
、繰

り
返
し
て
く
だ
さ
い
。

「
二
座
式
供
養
」
の
お
か
げ
で
運
が
よ
く
な
っ
て
き
た
、

悪
縁
を
断
つ
こ
と
が
で
き
た
、

と
い
う
お
声
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

二
座
式
供
養
は
な
ぜ
、そ
ん
な
に

効
果
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

二
座
式
供
養
は
「
滅
罪
二
座
式
精
霊
供
養
法
」
と

い
い
ま
す
。
合
同
二
座
式
供
養
は
月
例
の 

護
摩

の
前
後
に
行
っ
て
い
ま
す
。
個
別
の
二
座
式
供
養

に
つ
い
て
は
お
寺
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お不動さまとご縁を結びたいのであれば、積極的に善い行いをしてお不動さまに見つけ
てもらいましょう

　

大
久
保
農
園
の
イ
チ
ゴ
は
、
一
昨
年
か
ら
豊

洲
市
場
を
通
じ
て
全
国
に
流
通
し
て
い
ま
す
。

ブ
ラ
ン
ド
イ
チ
ゴ
と
し
て
仲
卸
の
目
利
き
の
間

か
ら
も
支
持
を
得
て
い
ま
す
。
地
元
の
人
た
ち

に
も
っ
と
大
久
保
農
園
の
イ
チ
ゴ
を
味
わ
っ
て

も
ら
い
た
い
、
と
い
う
住
職
の
望
み
も
あ
り
、

昨
年
末
か
ら
笠
間
の
「
道
の
駅
」
で
も
購
入
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
す
で
に
「
大
久
保
農
園
の

イ
チ
ゴ
」
を
指
名
買
い
す
る
リ
ピ
ー
タ
ー
も
つ

い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
大
久
保
農
園
に
直
接

足
を
運
ん
で
購
入
も
で
き
ま
す
。
そ
し
て
ま
も

な
く
毎
年
好
評
の
イ
チ
ゴ
狩
り
も
始
ま
り
ま
す
。

苦
し
み
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
た
先
に
、
何

が
見
え
て
く
る
の
か
。

　

時
が
経
っ
て
振
り
返
る
と
、
あ
の
時
は

「
修
羅
道
」
だ
っ
た
な
、
「
地
獄
道
」
だ
っ
た

な
と
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
し
て
改
め
て
【
八

正
道
】
を
学
ば
な
け
れ
ば
、
と
気
づ
き
ま
す
。

滅
罪
寺
の
住
職
と
、
そ
ん
な
話
を
し
ま
し
た
。
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昨
年
の
10
月
、
大
久
保
農
園
に
は
イ
チ
ゴ
の

苗
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
半
年
以
上
か
け
て

育
て
て
き
た
10
万
8
0
0
0
本
の
苗
が
病
気
で

全
滅
し
た
か
ら
で
す
。
外
国
か
ら
き
た
従
業
員

た
ち
は
、
不
安
な
顔
で
毎
日
聞
い
て
き
ま
す
。

「
イ
チ
ゴ
の
苗
が
な
い
、
お
母
さ
ん
ど
う
す

る
。
」

　

そ
れ
に
対
し
、
住
職
は

「
大
丈
夫
、
苗
は
ど
こ
か
か
ら
く
る
」
と
言
い

続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
通
り
、
や
が
て

大
久
保
農
園
に
は
７
軒
の
農
家
さ
ん
か
ら
5
万

本
の
イ
チ
ゴ
の
苗
が
届
き
ま
し
た
。
5
万
本
の

苗
か
ら
ラ
ン
ナ
ー
を
取
り
10
万
本
に
し
て
、
12

月
に
は
ハ
ウ
ス
全
棟
に
苗
を
植
え
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。
そ
し
て
12
月
17
日
に
は
真
っ
赤

に
実
っ
た
イ
チ
ゴ
の
出
荷
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ゼ
ロ
だ
っ
た
苗
は
２
カ
月
経
た
ず
に
ハ
ウ
ス

を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
に
増
え
て
、
見
事
な
イ
チ

ゴ
を
実
ら
せ
た
の
で
す
。
ま
さ
に
奇
跡
が
起

こ
っ
た
の
で
す
。

　

不
満
の
原
因
を
た
ど
る
と
、
こ
れ
こ
そ
因
縁
。

漢
字
で
口
の
中
に
大
と
書
く
「
因
」
の
字
は
、

種
で
す
。
病
気
の
「
種
」
、
誰
か
を
イ
ジ
メ
た

「
種
」
、
悪
口
の
「
種
」
。

因
縁
の
「
縁
」
は
「
環
境
」
で
す
。
環
境
に

よ
っ
て
芽
が
出
て
広
が
る
か
、
そ
れ
と
も
種
の

ま
ま
腐
っ
て
な
く
な
る
か
。

　

不
幸
の
種
で
あ
れ
ば
、
そ
の
芽
が
出
な
い
よ

う
に
環
境
を
変
え
ま
す
。
も
し
芽
が
出
て
も
、

育
た
な
い
う
ち
に
刈
り
取
り
ま
す
。

　

種
が
不
幸
の
因
縁
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見

極
め
る
に
は
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
を

顧
み
る
と
わ
か
り
ま
す
。
環
境
が
人
を
育
む
、

と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
で
す
。
類
は
友
を
呼
ぶ

も
そ
う
で
す
が
、
不
平
不
満
を
言
っ
て
い
る
人

に
は
、
同
じ
よ
う
な
人
が
引
き
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

自
分
が
何
者
か
を
知
る
と
、
他
人
や
周
囲
に

配
慮
し
て
い
く
思
い
や
り
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

両
親
や
祖
父
母
、
先
祖
さ
ん
だ
け
で
な
く
、

先
祖
さ
ん
を
助
け
て
く
れ
た
人
が
い
た
か
ら
、

今
の
自
分
が
存
在
し
ま
す
。

　

素
直
な
気
持
ち
で
「
あ
り
が
と
う
」
と
感
謝

す
る
と
、
怒
り
の
感
情
や
不
満
、
不
安
な
心

が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

本
堂
・
護
摩
堂
・
庫
裡
の

建
立
に
か
け
る
思
い

　

聖
翠　

御
仏
さ
ま
・
神
さ
ま
に
お
仕
え
し

て
30
年
、
思
い
返
せ
ば
笠
間
市
岩
間
の
自
宅

の
６
畳
間
で
線
香
護
摩
を
焚
い
た
の
が
始
ま

り
で
、
後
に
物
置
の
2
階
の
15
坪
に
護
摩
堂

を
作
り
、
宗
教
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

　

平
成
17
年
の
護
摩
の
日
に
は
お
堂
に
入
り

き
れ
な
い
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
に
、

聖
翠
が
階
段
か
ら
落
ち
る
と
い
う
事
故
も
あ

り
ま
し
た
。
信
者
さ
ん
の
車
を
止
め
る
た
め

の
場
所
が
な
い
、
護
摩
の
日
は
周
辺
の
道
路

が
渋
滞
し
て
近
隣
の
方
に
迷
惑
を
か
け
て
い

る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
、
平
成
19
年
に
自
宅

の
裏
山
を
開
墾
し
て
本
堂
兼
護
摩
堂
を
建
立

し
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
も
信
者
さ
ん
は
増
え
続
け
、
収

容
し
き
れ
な
く
な
っ
て
移
動
す
る
こ
と
に
。

希
望
は
自
宅
に
近
く
、
広
く
、
信
者
さ
ん
に

説
明
し
た
と
き
に
わ
か
り
や
す
い
土
地
を
条

件
に
あ
げ
、
常
磐
線
羽
鳥
駅
に
近
く
、
常
磐

高
速
道
路
岩
間
イ
ン
タ
ー
、
北
関
東
高
速
道

友
部
イ
ン
タ
ー
の
周
辺
を
探
し
ま
し
た
。

　

大
久
保
農
園
の
イ
チ
ゴ
は
、
一
昨
年
か
ら
豊

洲
市
場
を
通
じ
て
全
国
に
流
通
し
て
い
ま
す
。

ブ
ラ
ン
ド
イ
チ
ゴ
と
し
て
仲
卸
の
目
利
き
の
間

か
ら
も
支
持
を
得
て
い
ま
す
。
地
元
の
人
た
ち

に
も
っ
と
大
久
保
農
園
の
イ
チ
ゴ
を
味
わ
っ
て

も
ら
い
た
い
、
と
い
う
住
職
の
望
み
も
あ
り
、

昨
年
末
か
ら
笠
間
の
「
道
の
駅
」
で
も
購
入
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
す
で
に
「
大
久
保
農
園
の

イ
チ
ゴ
」
を
指
名
買
い
す
る
リ
ピ
ー
タ
ー
も
つ

い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
大
久
保
農
園
に
直
接

足
を
運
ん
で
購
入
も
で
き
ま
す
。
そ
し
て
ま
も

な
く
毎
年
好
評
の
イ
チ
ゴ
狩
り
も
始
ま
り
ま
す
。

苦
し
み
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
た
先
に
、
何

が
見
え
て
く
る
の
か
。

　

時
が
経
っ
て
振
り
返
る
と
、
あ
の
時
は

「
修
羅
道
」
だ
っ
た
な
、
「
地
獄
道
」
だ
っ
た

な
と
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
し
て
改
め
て
【
八

正
道
】
を
学
ば
な
け
れ
ば
、
と
気
づ
き
ま
す
。

滅
罪
寺
の
住
職
と
、
そ
ん
な
話
を
し
ま
し
た
。

　

見
つ
か
っ
た
の
が
現
在
の
東
成
井
の
約
３

０
０
０
坪
の
山
林
で
、
当
時
７
０
０
０
万
円
。

開
墾
し
て
拝
み
堂
を
建
立
し
ま
し
た
が
、
土

地
を
購
入
し
た
こ
と
で
、
お
堂
建
立
の
資
金

が
枯
渇
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
て
一
生
懸
命
御
仏
さ
ま
・
神
々
さ

ま
を
拝
み
、
時
が
く
る
の
を
待
つ
こ
と
８
年
、

信
者
さ
ん
の
増
加
に
後
押
し
さ
れ
て
平
成
27

年
の
秋
、
何
と
か
現
地
に
拝
み
堂
、
下
屋
を

増
築
、
信
徒
会
館
を
建
立
し
て
現
在
の
土
地

で
ま
た
【
仮
の
お
堂
】
で
の
出
発
と
な
っ
た
の

で
す
。

　

立
派
な
お
不
動
さ
ま
、
御
仏
さ
ま
・
神
々

さ
ま
を
大
久
保
の
屋
敷
か
ら
、
ど
な
た
で
も

気
軽
に
お
参
り
で
き
る
こ
の
地
に
お
迎
え
で

き
た
こ
と
が
な
に
よ
り
も
嬉
し
く
、
胸
が
い
っ

ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。

「
お
不
動
さ
ま
、
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
必
ず
立

派
な
本
堂
・
護
摩
堂
・
庫
裡
を
建
立
し
ま

す
」
そ
う
、
お
約
束
を
し
た
の
に
…
…
。
加
え

て
、
い
つ
か
護
摩
か
ら
出
火
す
る
の
で
は
と
い

う
不
安
が
つ
き
ま
と
い
、
護
摩
堂
の
建
立
実

現
に
向
け
て
行
動
を
起
こ
し
ま
す
。
そ
の
計

画
途
中
に
お
不
動
さ
ま
が
降
臨
さ
れ
ま
し

た
。

【
建
物
は
一
つ
で
よ
い
、
本
堂
と
護
摩
堂
を
分

け
る
な
】
と
の
ご
啓
示
を
い
た
だ
き
、
進
行
中

の
計
画
が
破
棄
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

私
の
中
で
【
本
堂
は
無
理
と
あ
き
ら
め
て

い
た
】
の
が
本
音
で
し
た
。
お
不
動
さ
ま
に
心

を
見
透
か
さ
れ
た
思
い
で
す
。
本
尊
さ
ま
に

深
く
謝
罪
し
、
改
め
て
本
堂
建
立
・
護
摩
堂

建
立
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
す
る
と
建
立
に

向
け
い
ろ
い
ろ
な
知
恵
を
く
だ
さ
る
信
者
さ

ん
ら
が
動
き
始
め
た
の
で
す
。
開
発
行
為
に

絶
対
必
要
な
東
側
の
土
地
の
購
入
が
実
現
し

ま
し
た
。
開
発
行
為
の
許
可
が
で
れ
ば
建
設

に
着
工
で
き
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

本
尊
さ
ま
は
何
も
か
も

お
見
通
し
な
の
で
す



     なみきり 令和6年 春号 8

開運の寺 真言宗 
三白山　波切不動寺なみきり 令和6年   春号

第二日曜日
17日
28日
*28日 不動護摩の後、荒神供養

※行事の日時は、寺の掲示板または寺のホームページでご
確認ください。

10時半～日曜護摩、稲成供養会
18時～十一面観音縁日護摩・弁財天供養
18時～不動明王縁日護摩

◆月例行事◆ ◆定例行事◆
1月1日～3日
2月3日
2月の午の日
3月春分の日
8月1日～3日
8月13日
8月16日
9月秋分の日
12月8日

新年初護摩
星供養
初午祭
春の彼岸供養会
早朝 6 時～キュウリ加持祈祷会
18時～盂蘭盆会 (迎え火) 先祖供養会
18時～盂蘭盆会 (送り火) 先祖供養
秋彼岸みちびき地蔵・先祖供養会
【大護摩供養会（御礼護摩）】

＼行者さん大募集／

二座式供養

「
建
設
資
金
も
無
い
の
に
」
と
心
配
し
て
く

だ
さ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
で
す
が
、

『
本
当
に
御
仏
さ
ま
・
神
々
さ
ま
が
欲
っ
し
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
要
な
資
金
は
用
意
し

て
く
だ
さ
る
』
か
ら
と
私
は
平
気
な
顔
を
し

て
、
日
々
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
き
た

経
緯
が
そ
う
で
し
た
か
ら
…
…
。

第２日曜日は護摩の後の14時～、17日と28日は護摩
の前の15時～【合同二座式供養】を修しています。
お申し込みは、当日の12時まで受け付けています。
申込者が参座できない場合もご供養いたします。

　

30
年
近
く
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
が
、
石

岡
市
東
成
井
の
地
に
落
ち
着
き
ま
し
た
。
今

ま
さ
に
本
堂
・
護
摩
堂
・
庫
裡
を
建
立
す
る

お
許
し
を
、
仏
さ
ま
・
神
々
さ
ま
か
ら
い
た
だ

い
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

波
切
不
動
寺
に
集
う
方
々
は
寺
を
建
立
す

る
機
会
巡
り
合
え
る
幸
運
に
出
会
え
た
の
で

す
。
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

ま
さ
に
皆
さ
ん
は
選
ば
れ
た
方
々
な
の
だ

な
ぁ
ー
と
、
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。

　

波
切
不
動
寺
は
祈
祷
寺
で
す
。
檀
家
寺
と

は
違
い
、
収
入
的
に
と
て
も
厳
し
い
経
営
を

し
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

願
い
が
叶
っ
た
か
ら
も
う
来
な
い
、
叶
わ

な
い
か
ら
来
な
く
な
る
。
私
は
い
つ
も
【
来
る

者
は
拒
ま
ず
、
去
る
者
は
追
わ
ず
】
御
縁
の

な
い
方
は
離
れ
て
い
き
ま
す
、
と
話
し
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
信
者
さ
ん
に
忖
度
を
し
な

く
て
す
み
ま
す
。
当
寺
を
気
に
入
っ
た
方
が

お
参
り
く
だ
さ
る
。
今
こ
の
機
会
に
お
参
り

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
皆
さ
ん
は
、
御
仏
さ
ま
と
縁

が
深
く
と
て
も
霊
格
が
高
い
、
そ
し
て
神
仏

に
好
ま
れ
て
い
る
方
々
な
の
で
し
ょ
う
。
な
ぜ

な
ら
皆
さ
ん
は
お
不
動
さ
ま
の
お
客
さ
ま
な

の
で
す
か
ら
ね
。

　

寺
の
役
員
さ
ん
方
が
建
設
資
金
の
こ
と
に

つ
い
て
心
配
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
総
工
費
は

数
億
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
波
切
不
動
寺
は

祈
祷
寺
で
す
の
で
、
ご
信
者
の
皆
さ
ん
に
ご

寄
進
を
募
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
建

設
資
金
は
寺
の
預
貯

金
・
資
産
の
売
却
《
大

久
保
農
園
土
地
》
と
一

般
有
志
の
方
の
ご
奉
納

を
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

資
産
売
却
で
す
が
、

波
切
不
動
寺
か
ら
大
久

保
農
園
に
売
買
で
譲
渡

を
す
る
に
あ
た
り
、
農

園
の
経
営
が
順
調
で
な

け
れ
ば
銀
行
も
融
資
を

し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
農

園
は
赤
字
で
も
黒
字
で

も
な
く
経
営
し
て
い
ま
す
が
、
農
地
売
却
を

考
え
る
と
、
こ
の
先
は
何
と
か
黒
字
経
営
に

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
た
だ
ひ

と
つ
だ
け
、
皆
さ
ん
に
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。

　

大
久
保
農
園
の
有
機
農
法
で
作
ら
れ
た

【
い
ち
ご
・
栗
・
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
・
野
菜
等
】

を
購
入
し
、
食
べ
て
宣
伝
し
て
い
た
だ
け
ま

せ
ん
か
。
農
園
の
土
地
と
農
業
資
材
を
大
久

保
農
園
に
売
却
し
て
、
お
堂
建
立
資
金
に
し

た
い
の
で
す
。
美
味
し
い
有
機
野
菜
を
購
入

し
て
食
べ
て
、
お
友
達
に
も
宣
伝
し
て
く
だ

さ
い
。
こ
う
い
っ
た
皆
さ
ん
の
行
為
が
お
堂
の

建
立
の
手
助
け
と
な
り
ま
す
。
豊
洲
市
場
で

な
く
身
近
な
人
に
大
久
保
農
園
の
野
菜
の
美

味
し
さ
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
信
者
さ
ん
を

健
康
に
し
て
、
農
園
の
利
益
を
あ
げ
る
こ
と

で
、
お
寺
も
農
園
も
良
き
よ
う
に
回
っ
て
い

く
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
２
年
後
に
は

次
男
が
農
園
の
経
営
を
引
き
継
い
で
く
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

悲
願
で
あ
っ
た
本
堂
・
護
摩
堂
・
庫
裡
が

建
立
さ
れ
た
ら
、
御
仏
さ
ま
・
神
々
さ
ま
の
聖

地
が
で
き
る
の
で
す
。

　

夢
の
よ
う
で
ワ
ク
ワ
ク
し
て
毎
朝
の
勤
行

に
、
畑
仕
事
に
【
土
の
修
行
】
に
精
進
し
て
い

ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
が
住
職
・
聖
翠
の
役
目
で
寺
の

集
大
成
の
思
っ
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。　

「
お
い
し
い
」だ
け
じ
ゃ
な
い

健
康
に
な
れ
る
野
菜
作
り

　波切不動寺では、行者さんを募集していま
す。行者とは普通の仕事をしながら、御仏 
(みほとけ) にお仕 (つか) えする人です。得
度をして御仏の弟子になり、自宅で戒律を守
り読経をしたり、寺に来て寺の手伝いをした
りします。
　退職後、私は何をしようかと考えている信
者さん、行者の皆さんと一緒に仏道を学んで
みませんか。自分を探す旅に出てみません
か。意外に楽しい世界です。
※詳しくは社務所の受付または行者にお問い合わせくださいませ

合
掌


