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檀
信
徒
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
よ
き
平
成
二
十
九
年
丁
酉

（
ひ
の
と
と
り
）
の
初
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
存
じ
上
げ
ま
す
。
平
成

二
十
八
年
は
、
定
福
寺
に
と
り
ま
し
て
「
つ
な
が
り
の
年
」
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
、
住
職
を
交
代
す
る
晋し

ん
ざ
ん山
の
儀

式
を
執
り
行
い
ま
し
た
。「
晋
」
は
「
進
む
」
と
い
う
意
味
で
、「
山
」

は
お
寺
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
新
た
に
お
寺
に
入
り
住
職
と
な
る
儀
式
の

こ
と
を
晋
山
式
と
い
い
ま
す
。
定
福
寺
は
豊
永
郷
に
開
か
れ
て
、
七
年

後
の
平
成
三
十
五
年
に
一
三
〇

〇
年
の
年
を
迎
え
ま
す
。
そ

の
間
、
お
寺
は
歴
代
の
住
職

や
僧
侶
た
ち
に
よ
り
、
仏
さ

ま
、
法
（
仏
の
教
え
）
と
修

法
（
お
祈
り
の
行
）
が
引
き
継

が
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
お
寺

を
一
三
〇
〇
年
間
支
え
て
く
だ

さ
っ
た
の
は
、
豊
永
郷
に
ご
縁

の
あ
る
方
々
、
ま
た
定
福
寺
の

檀
家
信
者
の
皆
様
方
で
し
た
。

定
福
寺
は
、
皆
様
方
に
様
々
な

形
で
見
守
ら
れ
、支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
定
福
寺
も
地
域
の
人
々

を
見
守
り
、
見
つ
め
、
時
に
は
共
に
作
業
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
豊
永

郷
の
人
々
と
共
に
一
三
〇
〇
年
の
歴
史
を
積
み
重
ね
て
き
ま
し
た
。
最

も
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
が
、
明
治
時
代
の
こ
と
で
し
た
。

　

高
知
県
は
、
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
、
数
百
の
寺
院
が
廃
寺
と
な
り
ま

し
た
。
吉
野
川
流
域
の
嶺
北
地
域
で
は
定
福
寺
だ
け
が
、
廃
仏
毀
釈
を

逃
れ
ま
し
た
。
免
れ
た
理
由
は
、
豊
永
郷
の
人
々
の
思
い
で
し
た
。
豊

永
郷
の
人
々
の
嘆
願
に
よ
り
廃
寺
を
免
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
、

定
福
寺
に
い
た
多
く
の
僧
侶
の
た
め
に
、
食
料
と
な
る
お
米
な
ど
を
豊

永
郷
の
人
々
が
持
ち
寄
り
、
僧
侶
は
助
け
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
の
永え

い
ぞ
く続

米ま
い

で
す
。

　

皆
様
の
ご
先
祖
様
、
豊
永
郷
に
縁
を
持
つ
人
々
、
豊
永
郷
に
暮
ら
す

人
々
、
そ
し
て
多
く
の
僧
侶
の
思
い
、
す
べ
て
の
命
の
つ
な
が
り
に
支

え
な
が
ら
七
年
後
に
一
三
〇
〇
年
を
定
福
寺
は
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
度
、
そ
の
一
員
と
な
り
、
一い
っ
さ
ん山

を
守
る
こ
と
が
で
き
る
あ
り

が
た
さ
と
重
責
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

僧
侶
の
行ぎ
ょ
う
じ
ゅ
う
ざ
が

住
坐
臥
の
た
た
ず
ま
い
や
寺
院
の
様
子
は
、
日
本
の
伝
統

文
化
の
象
徴
の
一
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
文
化
」
と
い
う
言
葉
を

聞
く
と
「
変
化
を
せ
ず
、つ
な
が
り
続
け
た
モ
ノ
」
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

住
職　

釣
井　

龍
秀

師より五銘と七条を引き継ぐ様子
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文
化
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
美
術
で
し
ょ
う
か
、
建
築
で
し
ょ
う
か
、

川
喜
田
二
郎
と
い
う
人
は
、
人
と
自
然
を
つ
な
ぐ
モ
ノ
を
文
化
と
い
い

ま
し
た
。

　

古
来
よ
り
、
様
々
な
世
界
観
や
価
値
観
を
も
っ
た
人
が
い
ま
し
た
。

ど
の
地
域
の
人
で
も
自
然
か
ら
恵
み
を
受
け
て
生
活
を
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
自
然
に
対
し
て
最
初
に
触
れ
る
モ
ノ
が
道
具
で
し
た
。
道
具
を
使

う
技
術
が
発
達
し
、
更
に
道
具
が
発
達
す
る
と
、
時
間
と
物
に
ゆ
と
り

が
で
き
ま
す
。
時
間
と
物
の
ゆ
と
り
は
流
通
と
な
り
、
経
済
活
動
と
な

り
ま
し
た
。
経
済
活
動
が
発
達
す
る
と
職
人
な
ど
が
登
場
し
、
社
会
の

組
織
が
誕
生
い
た
し
ま
す
。
人
と
自
然
の
間
に
あ
る
も
の
は
、
道
具
・

技
術
・
流
通
（
経
済
活
動
）・
社
会
組
織
・
人
々
の
価
値
観
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
「
文
化
」
は
人
が
生
活
を
す
る
と
い
う
こ
と
、
生
き
る
と
い
う
こ
と

だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
道
具
や
技
術
が
変
化
す
る
こ
と
で
、
社

会
が
変
化
し
、
社
会
が
変
化
す
る
こ
と
で
人
の
価
値
観
や
考
え
方
が
変

化
し
、
そ
の
人
が
ま
た
道

具
や
技
術
を
変
化
さ
せ
て

き
ま
し
た
。「
文
化
」
は

時
代
ご
と
に
変
化
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

仏
教
は
、
お
釈
迦
さ
ま

以
来
、
世
界
中
の
ど
の
国

で
も
変
化
し
、
引
き
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
変
化
を
し
な
い
部
分

を
大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
仏
教
、
タ
イ
の
仏
教
、

チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
、
日
本
の
仏
教
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
仏
教
は
、
そ
の

国
の
社
会
に
あ
っ
た
仏
教
に
変
化
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
心
に

流
れ
る
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
は
、
同
じ
よ
う
に
ど
の
国
で
も
引
き
継
が

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、お
釈
迦
さ
ま
は
、仏
の
法（
教
え
）は
私
が
悟
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
過
去
か
ら
の
つ
な
が
り
の
中
で
悟
っ
た
も
の
と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
モ
ノ
、
変
化
し
て
は
い
け
な
い
モ
ノ
。

そ
の
境
を
常
に
見
定
め
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
住
職
は
、
豊
永
郷
と
縁

の
あ
る
人
々
と
共
に
定
福
寺
を
守
っ
て
き
た
一
面
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
定
福
寺
を
支
え
て

き
て
く
だ
さ
っ
た
何
千
、
何
万
、

何
百
万
、
何
千
万
の
人
々
の
思
い

と
皆
様
と
共
に
、
こ
れ
か
ら
定
福

寺
と
豊
永
郷
の
素
晴
ら
し
さ
を
、

次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
、

定
福
寺
と
豊
永
郷
の
の・

り・

し・

ろ・

に

な
れ
る
よ
う
に
、
日
々
精
進
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
こ
れ
ま
で
と
変
わ

ら
ず
、
ご
指
導
、
ご
助
言
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

修法をする様子

法類総代 竹林寺様のごあいさつ
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四
月
一
日
晋
山
式
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
、
伝で
ん
と
う
ほ
う
こ
く
ぶ
ん

燈
奉
告
文
を
掲
載
し
ま
す
。

伝
燈
奉
告
文

　
敬
っ
て
真
言
教
主
大
日
如
来

胎金
両
部
界
会
諸
尊
聖
衆　

本

尊
阿
弥
陀
如
来　

薬
師
如
来　

地
蔵
菩
薩　

並
び
に
諸
菩

薩　

当
山
鎮
守
熊
野
大
権
現　

殊こ
と

に
は
本
尊
聖
者
弘
法
大
師

別べ
っ

し
て
は
中
興
興
教
大
師
を
始
め

歴
代
先
師
（
諸
大
阿
闍
梨
耶
）
に
白も
う

し
て
言も
う

さ
く

そ
れ
以
お
も
ん
みる
に
定
福
寺
は　

聖
武
天
皇
勅
願
に
よ
り
神
亀
元

年
に
行
基
菩
薩
に
よ
り
開
山
さ
れ　

本
尊
阿
弥
陀
如
来
を

安
置
し
奉
た
て
ま
つり　

師
資
累
代
相
承
し
て
今
に
千
二
百
九
十
有

余
年
、
法
灯
愈い
よ
い
よ々

輝
き
を
増
し
霊
験
日
々
新
た
な
り

表
に
末
資
の
沙
門　

龍
秀　

先
師
龍
宏
大
阿
闍
梨
退
任
の

後
を
承
け
て　

先
師
の
法
灯
を
継
ぐ　

顧か
え
り
み
る
に
先
師

弟
子
の
戒
行
熟
さ
ぬ
を
案
じ　

法
灯
継
承
に
先
立
ち
総
本

山
智
積
院
で
学
ぶ
を
許
す
こ
と
十
五
年　

別
院
真
福
寺
で

学
ぶ
こ
と
四
年　

龍り
ゅ
う
ぞ
う
象
諸
大
徳
の　

慈
誨
薫
陶
の
下　

洛

東
根
嶺
の
遺い

風ふ
う

に
触
れ
尫お
う
じ
ゃ
く
弱
の
性
を　

以も

っ
て
今
日
漸よ
う
や
く

厳げ
ん
じ
ゅ
う
重
の
堂
に
入
る
こ
と
を
得
た
り　

海か
い

滴て
き

の
師し

恩お
ん

い
ず
れ

の
日
に
か
之
に
報
い
ん

し
か
る
に　

歴
代
先
師
は　

祖そ

霊れ
い

崇す
う

敬け
い

の
徳
風
を
興お
こ

し
て

檀
信
徒
と
共
に
菩
提
心
の
開
花
を
喜
び　

先
祖
供
養
の
灯

火
を
点と
も

し
て
大
慈
大
悲
の
道
を
照
ら
す

こ
の
大
任
を
前
に
省か
え
り
み
て
甚は
な
は
だ
戦せ
ん
せ
ん々

兢
　
　
き
ょ
う
き
ょ
う

々
た
る
も
の
あ
り

然し
か

り
と
言
え
ど
も　

幸
い
な
る
哉

先
師
龍
宏
和
尚
は
泰
山
の
如
く
当
山
に
あ
っ
て
長
老
と
し

て
貧ひ
ん
ど
う道
を
導
き　

碩せ
き
と
く徳
巨
匠
の
法
縁
は
浅
学
を
援た
す

く

加し
か
の
み
な
ら
ず

之　

十
方
檀
越
の
信し
ん
じ
ょ助
は
非
才
を
支
え
て
余
り
あ
り

然し
か

れ
ば
則
ち
龍
秀　

今
日
以
降
の
止し
じ
ゅ
う住
所し
ょ

作さ

に
於
い
て

全
身
全
霊
を
傾け
い
ち
ゅ
う
注
し
て
意い

馬ば

に
鞭
打
ち
心し
ん
え
ん猿
を
叱し
っ

咤た

し

以
っ
て
内
外
の
信
頼
と
期
待
に
背そ
む

か
ざ
ら
ん
こ
と
に
務
め

る
こ
と
を
誓
う

仰お
お

ぎ
乞こ

い
希ね
が

わ
く
は
本
尊
阿
弥
陀
如
来
を
始
め
奉
り　

諸

仏
諸
菩
薩　

並
び
に
諸
天
善
神　

末
資
が
丹た
ん

心し
ん

を
哀
愍
納

受
せ
ら
れ
て
至し

願が
ん

を
成
就
せ
し
め
給
わ
ん
こ
と
を

万
至
法
界　

平
等
利
益

　

平
成
二
十
八
年　

丙
ひ
の
え
ざ
る
申　

卯
月　

朔つ
い
た
ち日

　

 　
　
　
　
　
　

粟
生
山
歓
喜
院
定
福
寺　

龍
秀　

敬
白
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お
か
げ
さ
ま
で
長
老
と
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
は
、
定
福

寺
三
十
二
世
権
大
僧
正
義
光
和
尚
よ

り
、
三
十
三
世
住
職
を
受
け
継
ぎ
、
平
成

二
十
八
年
四
月
一
日
、
土
砂
加
持
法
要
後

三
十
四
世
龍
秀
が
住
職
と
し
て
晋
山
、
私

は
長
老
と
し
て
董
山
致
し
ま
し
た
。

　

昨
年
の
六
月
弘
法
大
師
ご
誕
生
青
葉
祭

り
に
総
本
山
智
積
院
に
於
い
て
、
管
長

猊
下
よ
り
、
長
老
並
に
寺
庭
照
子
と
共
に

三
十
年
の
護
持
功
労
賞
を
拝
受
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
偏
え
に
ご
本
尊
さ

ま
を
始
め
、
先
師
代
々
責
任
役
員
檀
信
徒
、

皆
様
方
の
ご
法
援
の
賜
物
で
あ
る
と
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
新
し
い

住
職
へ
の
益
々
の
ご
法
援
を
お
ね
が
い
申

し
上
げ
ま
す
。
略
儀
乍
ら
、
住
職
交
替
の

ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。合　

掌　

長
老　

釣
井　

龍
宏

ご
あ
い
さ
つ
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旧
暦
の
6
月
１
日
か
ら
8
月

ま
で
各
地
区
で
お
堂
祭
り
が
お

こ
な
わ
れ
ま
す
。
豊
永
の
お
堂

は
、
三
十
六
カ
所
あ
り
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
お
堂
で
は
仁に
ん
の
う
き
ょ
う
ほ
う

王
経
法

が
修
法
さ
れ
て
い
ま
す
。
仁に
ん
の
う
き
ょ
う

王
経

は
、
災
難
を
取
り
除
き
、
国
を
安

定
さ
せ
る
こ
と
を
示
し
た
お
経

で
あ
り
、
真
言
宗
に
お
い
て
仁
王

経
法
を
修
す
る
こ
と
は
稀
な
こ

と
で
す
。

　

定
福
寺
で
は
、
地
域
の
災
難
を

取
り
除
き
五
穀
豊
穣
に
よ
り
地

域
が
安
定
し
ま
す
よ
う
に
と
い

う
願
い
で
、
昔
か
ら
修
法
さ
れ
て

い
ま
す
。
昔
は
夏
の
こ
の
時
期
に

「
虫
送
り
」
を
し
て
い
た
地
域
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
現
在
、
豊
永

郷
で
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
定

福
寺
の
法
類
（
お
寺
の
親
戚
）
で

あ
る
宝
珠
寺
で
は
、
夏
に
松
明
と

太
鼓
を
持
ち
、
お
札
を
境
に
立
て

て
い
き
ま
す
。
か
つ
て
の
豊
永
郷

の
様
子
も
想
像
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
田
の
多
く
あ
る
地
域

で
は
、
枇び

杷わ

の
葉
に
真
言
を
書
き
、

一
緒
に
お
祈
り
を
し
ま
す
。
お
堂

祭
り
が
終
わ
る
と
、
枇
杷
の
葉
を

各
家
に
配
り
ま
す
が
、
虫
送
り
の

た
め
に
田
に
竹
で
刺
し
て
祀
っ
た

り
、
畦
に
祀
っ
た
り
し
て
い
ま
し

た
。
西
川
地
域
で
は
、
病
の
時
に

こ
れ
を
煎
じ
て
飲
ん
で
い
た
と
い

う
話
も
聞
き
ま
し
た
。

　

各
地
区
の
お
堂
の
ご
本
尊
さ
ま

は
違
っ
て
い
て
も
、
両
脇
に
は
多

く
の
お
堂
で
毘
沙
門
天
さ
ま
と
お

不
動
さ
ま
が
い
ま
す
。
定
福
寺
の

本
堂
も
同
じ
で
す
。
奈
良
の
文
化

が
豊
永
郷
に
伝
わ
っ
た
か
ら
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
堂
の
歴
史
を
見
る
と
、
多
く

は
江
戸
時
代
に
造
ら
れ
た
お
堂
や

仏
さ
ま
が
多
い
よ
う
で
す
。
藩
の

御
触
書
に
各
地
区
で
仏
さ
ま
と
神

さ
ま
を
祀
る
よ
う
に
書
か
れ
た
も

の
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
影
響
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

僧
侶
に
と
っ
て
、
仏
さ
ま
と
向

き
合
い
一
心
に
修
法
が
で
き
る

機
会
は
大
変
あ
り
が
た
い
も
の

で
す
。
そ
れ
も
各
地
区
の
皆
様
が

お
堂
を
守
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
お

陰
様
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

定
福
寺
の
行
事　

～
お
堂
祭
り
～  

旧
暦
6
月
１
日
～
8
月
31
日



6

永
代
日
牌
供
養
新
奉
加
ご
芳
名

　

永
代
日
牌
供
養
と
は
、
当
山
持
仏
堂
（
弘
法
大
師
、

興
教
大
師
ご
宝
前
）
に
お
位
牌
を
安
置
し
、
毎
朝
仏
飯

と
お
茶
を
供
え
て
読
経
回
向
し
、
春
彼
岸
の
入
り
に
は

年
忌
を
迎
え
る
仏
さ
ま
の
卒
塔
婆
を
建
て
、
年
忌
ご
と

奉
寄
進
へ
の
感
謝
録

一
、
金
参
百
万
円
也

　
　

施
主　

高
知
市　
　
　
　
　

山
本　

光
子　

様

　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　

山
本　

倫
世　

様

　
　

俗
名　

弘
明

・
俗
名　

守
恒

の
菩
提
と
当

山
興
隆
の
為
行
基
菩
薩
・
一
興
教
大
師
さ
ま

の
像
を
刻
み
、
本
年
春
、
奉
納
下
さ
る
予
定

で
あ
り
ま
す
。

一
、
金
壱
百
万
円
也

　
　

施
主　

香
美
市
（
元
岩
原
）　

藤
原　

重
博　

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻　

庸
恵　

様

一
、
金
参
拾
万
円
也

　
　

施
主　

落
合　
　
　
　
　
　

佐
野　

兆
史　

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻　

梅
香　

様

一
、
金
壱
拾
万
円
也

　
　

施
主　

川
井
（
現
善
通
寺
市
） 

上
村　
　

守　

様

一
、
金
壱
拾
万
円
也

　
　

施
主　

大
滝　
　

小
松
龍
一
外
弟
妹
一
同　

様

　

先
祖
菩
提
・
菩
提
寺
興
隆
の
為
ご
奉
納
下
さ
い
ま

し
た
。
謹
し
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

に
、
先
祖
代
々
の
場
合
は
五
年
ご
と
に
ご
案
内
し
、
ご

供
養
申
し
上
げ
ま
す
。
五
十
回
忌
の
後
も
、
お
位
牌
は

末
代
安
置
さ
れ
、
ご
供
養
し
て
ま
い
り
ま
す
。

一
、
施
主　

名
古
屋
市
（
元
川
井
）
鈴
木　

弘
美　

様

　
　
　
　
　

父　

俗
名　

平
石　

達
喜　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
永
代
納
骨
）

一
、
施
主　
吾
川
郡
い
の
町（
元
川
井
）
平
石　
　

聡　

様

　
　

母　

逆
修　

俗
名　

秋　
　
　

恵　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
永
代
納
骨
）

一
、
施
主　

大
滝　
　
　
　
　
　

小
松　

龍
一　

様

　
　
　
　
　

父　

俗
名　

俊　
　
　

才　

　

一
、
施
主　

高
知
市（
元
大
畑
井
）　

西
村　

満
恵　

様

　
　
　
　
　

夫　

俗
名　

栄
治　
　
　
　

一
、
施
主　

神
戸
市（
元
大
砂
子
）　

武
川
万
里
子　

様

　
　
　
　
　

志　

俗
名　

中
西
福
美
子　

　　　　　　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
永
代
納
骨
）

一
、
施
主　

東
土
居　
　
　
　
　

西
村　

藤
子　

様

　
　
　
　
　

夫　

俗
名　

源　

三　

郎　

一
、
施
主　

香
南
市　
　
　
　
　

三
宮　

直
美　

様

　
　
　
　
　

志　

俗
名　

渡
辺　

鉄
男　

一
、
施
主　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
尾　

麻
依　

様

　
　
　

志　

兄　

俗
名　

吉
川　

優
也　

　
　
　
　
　

母　

俗
名　

吉
川　

一
美　

一
、
施
主　

久
生
野　
　
　
　
　

笹
岡
香
代
子　

様

　
　
　

ご
本
人　

逆
修
・
先
祖
代
　々

　

逆
修
と
は
、
生
前
に
戒
を
受
け
仏
の
世
界
で
の
名

前
を
頂
く
こ
と
で
す
。

　

永
代
納
骨
は
、
万
霊
供
養
塔
に
お
骨
を
納
め
て
永

代
供
養
を
申
し
上
げ
ま
す
。

祠
堂
料
志
納
ご
芳
名

　

祠
堂
料
と
は
、
亡
き
仏
さ
ま
へ
の
報
恩
謝
徳
と
菩

提
寺
の
興
隆
を
念
じ
て
、
奉
納
さ
れ
る
浄
財
で
す
。

そ
の
ご
芳
志
の
高
徳
に
お
答
え
し
て
、
菩
提
寺
よ

り
、
亡
き
み
仏
さ
ま
に
、
院
居
士
、
院
大
姉
、
居

士
、
大
姉
の
法
名
が
届
け
ら
れ
ま
す
。

一
、
施
主　

三
ツ
子
野　

西
村　
　

弘　

様

　
　
　
　
　
　

父　
　
　

善
三
郎　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

桃
原　
　
　

上
村　

茂
清　

様

　
　
　
　
　
　

父　
　
　

常　
　

廣　

　

菩
提
也

一
、
施
主　
土
佐
山
田
町　

紫
田　

俊
幸　

様

　
　
　
　
　
　

母　
　
　

富　
　

子　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

高
知
市　
　

山
本　

敏
広　

様

　
　
　
　
　
　

母　
　
　

博　
　

子　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

南
国
市　
　

小
笠
原
隆
司　

様

　
　
　
　
　
　

父　
　
　

富　
　

登　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

大
久
保　
　

北
窪　

正
則　

様

　
　
　
　
　
　

父　
　
　

正　
　

光　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

岩
原　
　
　

森
尾　

麻
依　

様

　
　
　
　
　
　

母　
　
　

吉
川
一
美　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

野
々
屋　
　

小
笠
原
啓
元　

様

　
　
　
　
　
　

養
母　
　

房　
　

子　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

久
生
野　
　

笹
岡
香
代
子　

様

　
　
　
　
　
　

本
人
（
逆
修
）



平成29年度　法語

報ほ
う 

恩お
ん 

謝し
ゃ 

徳と
く

　

プ
ロ
写
真
家
の
山
本
芳
子
様
に
デ

ザ
イ
ン
・
企
画
を
い
た
だ
き
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
を
作
成

い
た
し
ま
し
た
。
一
枚
300
円
で
販
売

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
利

用
く
だ
さ
い
ま
せ
。
サ
イ
ズ
は
Ａ
４

で
す
。　

ご
恩お
ん

に
報む
く

い
て
、
徳と
く

に
謝し
ゃ

す

る
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

徳と
く

の
あ
る
人ひ
と

は
一ひ
と
り人
に
な
ら

な
い
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
を
実
践
し
て
行
き

ま
し
ょ
う
。

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
　
　
　

　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
　
　
　

　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

年
間
の
行
事
（
お
ま
つ
り
）
の
前
後

や
年
末
年
始
に
は
、
初
穂
米
、
干
物
、

砂
糖
、
野
菜
、
生
花
等
々
が
届
け
ら
れ

ま
す
。

　

ご
信
心
な
方
々
に
は
、
行
事
ご
と
に

さ
し
あ
げ
る
お
斎と

き

（
食
事
）
の
準
備
を

始
め
、
当
日
の
お
手
伝
い
や
受
付
を
し

て
い
た
だ
い
て
ま
す
。

　

お
蔭
様
で
、
各
行
事
も
厳
粛
で
盛
大

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

7

永続米（護持会費）の納入についてのお願い
（平成29年度分）

　町内檀信徒の皆様は、各地区総代（護持会代表）・世話人様のお世話により、一
月中に納入されています。町外檀信徒の皆様は、振替用紙にてお納めくださいます
様お願い致します。尚、納められた浄財は、私たちの総本山智積院への負担金及び
定福寺の護持興隆の為に使用させていただきます。（振替用紙をご利用ください）

金 1,500円以上也

　定福寺開創　  1,293年前
　本尊造立　　  　865年前
　本堂再建　　  　237年前

仏 誕 　 　  　  2 5 8 3 年
西 暦 　  　  　 2 0 1 7 年
明 治 か ら  　  満 1 4 9 年
大 正 か ら  　  満 1 0 5 年
昭 和 か ら  　  満  9 2 年

2017年
平成29年度年回表

　　一周忌　平成28年
　　三回忌　平成27年
　　七回忌　平成23年
　十三回忌　平成17年
　十七回忌　平成13年
二十五回忌　平成５年
三十三回忌　昭和60年
　五十回忌　昭和43年 
　　百回忌　大正７年

以下50年目ごと　

土
砂
加
持
法
要
ご
案
内

四
月
一
日
（
土
）

　
　
午
後
二
時
（
本
堂
）

　
法
話
　
十
二
時
よ
り

県
下
真
言
宗
寺
院
様
の
ご
出

席
を
い
た
だ
き
、新
仏
さ
ま
の
ご

加
入
と
ご
先
祖
さ
ま
の
ご
供
養

が
厳
修
さ
れ
ま
す
。法
話
は
昼

の
十
二
時
よ
り
本
堂
に
於
い
て

布
教
師
様
が
行
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。尚

ご
先
祖
様
の
永
代
供
養
を
ご

希
望
の
方
は
、お
申
込
み
く
だ

さ
い
ま
せ
。

定
福
寺
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル

　
　
　

を
つ
く
り
ま
し
た

郵便口座　口座記号　０１６２０－７
　　　　　口座番号　１２４２６
加入者名　宗教法人　粟生山　定福寺
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「
卯
の
花
」
の
名
は
空
木（
う
つ
ぎ
）の

「
ウ
」を
取
っ
て
、
う（
＝
う
つ
ぎ
）の
花

と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

ち
な
み
に
、

旧
暦
４
月
を
卯
月
と
い
う
の
は
、
卯
の

花
が
咲
く
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
卯
月

と
名
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

北
海
道
南
部
、
本
州
、
四
国
、
九
州

に
広
く
分
布
し
ま
す
。
豊
永
地
域
に
も

自
生
の
大
き
な
株
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
、

初
夏
の
緑
の
中
、
白
い
花
が
良
く
映
え

ま
す
。
定
福
寺
境
内
に
も
た
く
さ
ん
あ

り
ま
し
た
が
、
一
度
深
く
伐
採
し
て
し

ま
う
と
再
生
が
難
し
い
木
で
も
あ
り
ま

す
。
粟
生
か
ら
大
平
の
旧
小
中
学
校
へ

の
道
沿
い
で
は
毎
年
た
く
さ
ん
の
美
し

い
卯
の
花
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
本
の
唱
歌
『
夏
は
来
ぬ
』
に
卯
の
花

と
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
り

ま
す
が
、
万
葉
集
を
読
む
と
、
古
来
か

ら
卯
の
花
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
き
声
が

初
夏
を
彩
る
風
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
と

わ
か
り
ま
す
。

うのはな（うつぎ）

ユキノシタ科（木本類）
落葉低木。幹、枝とも中空でそ
のため空木（うつぎ）とよばれ
る。花期は５月〜６月。

写真 岡田憲佳

　
五さ

つ

き月
山や
ま

卯う
の

花は
な

月づ
く

夜よ

ほ
と
と
ぎ
す

　
聞
け
ど
も
飽あ

か
ず
ま
た
鳴
か
ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
集
巻
一
〇
―
一
九
五
三
）　
作
者
不
詳

　

夏
の
風
情
が
溢
れ
る
中
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
を
詠
ん
だ
歌
で
す
。「
卯
の
花
月
夜
」「
五
月

山
」
は
共
に
詩
的
な
造
語
で
美
し
く
、
前
者
で
は
卯
の
花
を
浮
き
立
た
せ
て
照
ら
し
て
い
る

月
夜
で
、
後
者
は
五
月
の
新
緑
あ
ふ
れ
る
山
を
匂
わ
せ
て
い
ま
す
。
卯
の
花
の
歌
は
万
葉
集

に
二
四
首
あ
り
ま
す
。

『
夏
は
来
ぬ
』　
卯
の
花
の
　
匂
う
垣
根
に
　
時
ほ
と
と
ぎ
す
鳥
　
早
も
来
鳴
き
て

　
　
　
　
　
　
忍し
の
び
ね音
も
ら
す
　
夏
は
来
ぬ

  
土
佐
豊
永
万
葉
植
物
園
に
咲
く
花
（
十
一
）

お
寺
で
ご
法
事
を
さ
れ
た
い
方
は
、

そ
の
旨
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　

お
持
ち
い
た
だ
く
も
の
は
、
お

位
牌
、
お
線
香
、
ロ
ウ
ソ
ク
、
お

供
え
物
（
果
物
や
お
菓
子
、
お
酒

な
ど
）、
お
花
、
シ
キ
ビ
な
ど
で
す
。

ご
自
宅
で
の
ご
法
事
に
準
じ
る
よ

う
に
ご
用
意
く
だ
さ
い
ま
せ
。
お

霊
供
膳
は
お
寺
で
ご
準
備
い
た
し

ま
す
。

　

ま
た
法
要
後
、
お
寺
で
お
食
事

を
さ
れ
た
い
場
合
は
檀
信
徒
会
館

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
法
要
の
申

し
込
み
の
際
に
人
数
を
お
伝
え
い

た
だ
け
れ
ば
、
お
皿
や
湯
飲
み
な

ど
を
準
備
い
た
し
ま
す
。
尚
、
仕

出
し
店
へ
の
注
文
や
、
後
片
付
け

は
ご
法
事
を
営
ま
れ
る
皆
さ
ま
に

お
願
い
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

ご
法
事
の
後
に
ご
使
用
い
た
だ

く
こ
と
に
関
し
ま
し
て
、
お
檀
家

様
に
会
館
の
使
用
料
は
い
た
だ
い

て
お
り
ま
せ
ん
。
詳
し
い
こ
と
は

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

お
寺
で
の
ご
法
事

◎
と
て
も
大
切
な
真
言
二
つ

○
発ほ
つ

菩ぼ

提だ
い
し
ん心
真し
ん
ご
ん言

　

お
ん
ぼ
う
ち
し
っ
た
ぼ
だ
は
だ
や
み

　

こ
の
真
言
を
三
反
唱
え
る
と
、

仏
さ
ま
と
同
じ
心
に
な
り
、
自
身

が
守
ら
れ
る
と
共
に
人
の
苦
し
み

を
抜
き
、
人
に
よ
ろ
こ
び
を
与
え

て
い
き
ま
す
。

　

○
三さ
ん

昧ま

耶や

戒か
い

真し
ん
ご
ん言

　

お
ん
さ
ん
ま
や
さ
と
ば
ん

　

こ
の
真
言
を
三
反
唱
え
る
と
、

仏
さ
ま
と
同
じ
姿
に
な
り
、
生
き

と
し
生
け
る
も
の
へ
の
あ
わ
れ
み

と
幸
福
の
為
に
進
ん
で
行
き
ま
す
。

　

特
に
こ
の
二
つ
の
真
言
は
、
ご

先
祖
さ
ま
へ
の
供
養
の
た
め
、
又

日
常
生
活
の
中
で
つ
ら
い
時
、
苦

し
い
時
、
う
れ
し
い
時
、
自
分
ば

か
り
で
な
く
、
広
く
ご
縁
の
方
々

の
為
に
も
お
唱
え
致
し
ま
し
ょ
う
。

　

守
っ
て
下
さ
る
事
を
信
じ
て
い

ま
す
。
短
い
真
言
で
す
の
で
、
是

非
空
で
憶
え
て
、
自
然
と
ほ
と
ば

し
出
る
真
言
に
致
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

長
老　

龍
宏



○ 六地蔵（笑い地蔵）
    十一面観音菩薩（定福寺奥ノ院）
○ 聖徳太子立像
    不動明王座像
    弘法大師座像（御影堂）
    毘沙門天

    弘法大師座像
    聖観音立像
    地蔵菩薩立像

平
成
二
十
九
年
　
　
丁
酉

住
　
　
職
　
　
　
釣
井
　
龍
秀

長

老
　
　
　
釣
井
　
龍
宏

法
類
総
代 

竹
林
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
海
老
塚
和
秀

責
任
役
員
　
　
　
下
村
　
堯
基

責
任
役
員
　
　
　
都
築
　
康
博

責
任
役
員
　
　
　
小
笠
原
俊
一

地
区
護
持
会
　
　
　
　
代
表
会  

遍
照
講
詠
歌
会
講
員
　
　
一
同 

平 成 2 9 年 　 当 山 年 中 行 事
行　　　　　事 日　　　　時

修　正　会　初護摩祈祷　大般若経転読 １月１日　午前０時より

修　正　会　大護摩祈祷　大般若経転読 １月２・３日
　　　　　午前10時より

七　福　神　ま　つ　り（福笹授与・七草がゆ接待） １月７日　11時
節　分　会（厄はね歳とり）大護摩祈祷 ２月３日　13時
檀　信　徒　年　回　忌　先　祖　総　供　養（彼岸中日） ３月20日　13時
土　砂　加　持　法　要（先祖菩提総供養）法話 12時より ４月１日　14時
加 持 ヶ 峰 奥 ノ 院 大 師 縁 日　大護摩祈祷（旧暦3月21日） ４月17日　13時
花　ま　つ　り（大念珠まわし・百足除札授与・甘茶接待） ５月３日(旧暦４月８日)10時
蓮　ま　つ　り（万霊供養）  土佐豊永万葉植物園保存会主催 ７月初旬〜８月中旬
諸　病　き　ゅ　う　り　封　じ　祈　祷　土用の丑 ７月25日　９時〜11時
お　盆　総　供　養（迎え火） ８月13日　９時〜
施　餓　鬼　供　養（千体地蔵流し・送り火） 東土居川原 ８月16日　16時〜
も　み　じ　ま　つ　り 11月初旬〜12月初旬
粟　生　聖　天　結　願　祭（開運福寿） 11月16日　９時〜14時
除　夜　の　鐘 12月31日
粟　生　聖　天　ご　縁　日 毎月　１日・16日
詠　歌　会（午前10時〜12時） 毎月　２回
御法事を営まれる際はなるべく早目にお申し込みくださいますようお願いします。  
（友引は葬儀、 法事は執り行いません）お塔婆は１本二千円です。

発　行　所

真言宗智山派
宗教法人　粟生山　定　福　寺
〒789-0167　高知県長岡郡大豊町粟生
　 ☎ 0887（74）0301㈹　　
　FAX 0887（74）0302
　http://www1.quolia.ne.jp/~jofukuji/

新
四
国
曼
荼
羅
霊
場
第
61
番
札
所

土
佐
豊
永
万
葉
植
物
園

山
野
草
園

○ 阿弥陀如来像（本尊）
○ 薬師如来像（脇士）
○ 地蔵菩薩像（脇士）
○ 不動明王像
○ 毘沙門天像
    大聖歓喜天像
    十一面観音像
　 不動明王像
　 矜羯羅童子像
　 制 迦童子像
　 大黒天像　 

定福寺の諸仏像（県指定 12 体 ○印）・堂宇
定福寺本堂

境　内

  弘法大師修行像
  十三仏像
  七福神像
  四国 88 ケ所お砂踏
  仁王尊像
  稚児大師像
  薬師如来像

宝物殿

持仏堂 ( 大師堂 )

 〈国登録有形文化財〉
本堂、持仏堂(大師堂）


