
                                                       

                                                        

                                                        

                                                      

第１４６号

臨済宗南禅寺派　

26 25

日 日

門
前
の
牡
丹

す
。
「

仰
げ
ば
尊
し
」

に
も
引
用
さ
れ
て

っ

て
高
級
官
吏
に
出
世
し
た
と
い
う
話
で

　
三
番
の
「

蛍
の
と
も
し
び
　
積
む
し
ら

　
い
ざ
さ
ら
ば

　
な
き
　
ゆ
く
年
月
　
今
こ
そ
　
別
れ
め

三

、
朝
夕
　
馴
れ
に
し
　
学
び
の
窓

、

　
蛍
の
灯
火
　
積
む
白
雪

、
忘
る
る
間
ぞ

　
隔
つ
と
も

、
そ
の
眞
心
は

、
隔
て
無
く

、

　
一
つ
に
尽
く
せ

、
國
の
為

。

四

、
千
島
の
奥
も

、
沖
縄
も

、
八
洲
の
内

　
久
し
ぶ
り
に
ご
覧
に
な
っ

て
、

ど
う
で

し
ょ

う
か
。

二
番
ま
で
は
歌
っ

た
記
憶
が

　
別
れ
め
　
い
ざ
さ
ら
ば

二

、
互
い
に
睦
し
　
日
ご
ろ
の
恩

、
別
る

　
名
を
あ
げ
　
や
よ
励
め
よ

、
今
こ
そ

　
し
　
こ
の
年
月

、
今
こ
そ
別
れ
め
　
い

を
遠
く
離
れ
た
他
校
の
空
き
教
室
を
間
借
り

し
た
。

早
い
も
の
で
す
。

中
に
は
、

三
年
間

れ
中
学
・
高
校
を
卒
業
す
る
こ
と
に
な
り
ま

大
震
災
の
年
に
入
学
し
た
子
供
も
、

そ
れ
ぞ

　
三
月
は
卒
業
の
シ
ー

ズ
ン
で
す
。

東
日
本

め
て
「

蛍
の
光
」

と
「

仰
げ
ば
尊
し
」

の

　
最
近
は
歌
わ
れ
な
い
そ
う
で
す
が
、

改

歌
詞
を
口
ず
さ
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

一

、
蛍
の
光

、
窓
の
雪

、
書
読
む
月
日

、

恩
の
四
つ
で
す
。

卒
業
式
で
は
「

蛍
の
光
」

や

父
母
の
恩
、

国
土
の
恩
、

師
の
恩
、

衆
生
の

　
仏
教
で
は
『

四
恩
』

を
説
い
て
い
ま
す
。

達
に
感
謝
す
る
言
葉
は
印
象
的
で
し
た
。

聞
き
ま
し
た
。

不
自
由
な
中
に
も
、

親
や
友

し
て
の
学
校
生
活
を
送
っ

た
子
供
も
居
る
と

「

蛍
の
光
、

窓
の
雪
」

は
、
『

蛍
雪
の
功
』

歌
詞
を
変
え
て
い
た
そ
う
で
す
。

露
戦
争
後
は
「

台
湾
の
果
て
も
樺
太
も
八

洲

（
や
し
ま

）
の
内
の
守
り
な
り
」

と
、

卒
業
の
折
に
、

親
や
先
生
や
友
に
対
し
て
お

「

仰
げ
ば
尊
し
」

が
歌
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
く

、
努
め
よ
我
が
背

、
恙
無
く

。

す
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

あ
っ

て
も
、

三
番
、

四
番
は
初
め
て
目
に

　
の

、
護
り
な
り

、
至
ら
ん
國
に

、
勲
し

　
午
後
一
時
　
　
卒
塔
婆
供
養
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「仰げば尊し」と「蛍の光」

世
話
に
な
っ

た
恩
を
感
じ
、

口
に
す
る
と
い

安　住　寺　だ　よ　り

来
る
だ
け
事
前
の
申
込
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
午
後
三
時
半
　
総
供
養
施
餓
鬼

卒
塔
婆
供
養
料
、

一
本
五
百
円
で
す
。

出

　
午
後
二
時
　
　
説
　
教

４月

師

布
教
師
　
糟
屋
郡
須
惠
町
　
道
林
寺
住
職

　
午
前
十
一
時
　
合
掌
会
総
会

　
い
に
思
ふ

、
千
萬
の

、
心
の
端
を

、
一

　
言
に

、
幸
く
と
許
り

、
歌
う
な
り

。

安住寺だより

印刷

無
縁
供
養
　
説
教
会

〒873-0002　℡0978-62-2680

矢 野 明 玄

安住寺（年4回発行）

URL

う
こ
と
は
大
切
で
尊
い
こ
と
で
す
。

　
重
ね
つ
ゝ

、
何
時
し
か
年
も

、
す
ぎ
の

三

、
筑
紫
の
極
み

、
陸
の
奥

、
海
山
遠
く

、

　
午
後
一
時
　
　
卒
塔
婆
供
養

す
。

新
た
に
進
学
し
た
学
生
さ
ん
に
は
、

い
ま
す
。

歌
詞
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

　
戸
を

、
開
け
て
ぞ
今
朝
は

、
別
れ
行
く

。

二

、
止
ま
る
も
行
く
も

、
限
り
と
て

、
互

い
ま
す
。

こ
の
春
、

多
く
の
青
年
が
学
び

一

、
仰
げ
ば
尊
し
我
が
師
の
恩

、
教
え
の

　
ざ
さ
ら
ば

。

射
さ
せ
て
勉
強
を
し
た
。

そ
の
努
力
が
実

流
石
に
明
治
に
作
詞
さ
れ
た
歌
詞
で
、

当

雪
を
窓
の
外
に
積
み
上
げ
、

月
の
光
を
反

大
い
に
学
問
を
深
め
る
こ
と
を
期
待
す
る

時
の
国
威
を
表
し
て
い
ま
す
。

日
清
・
日

も
の
で
す
。

フ
レ
ー
、

フ
レ
ー
。
（

閑
栖
）

で
有
名
な
中
国
・
晋
代
の
逸
話
が
元
と
な

で
本
を
読
み
、

孫
康
（

そ
ん
こ
う
）

は
、

蛍
を
沢
山
捕
ま
え
て
袋
に
入
れ
、

そ
の
光

っ

て
い
ま
す
。

車
胤
（

し
ゃ

い
ん
）

は
、

（１）

貝

野

孔

隆

平成26年3月20日

　
庭
に
も
　
は
や
幾
年

、
思
え
ば
い
と
疾

　
る
後
に
も
　
や
よ
忘
る
な

、
身
を
立
て

ゆ
き
」

の
文
句
が
蛍
雪
の
功
を
表
現
し
て

か
ら
こ
そ
、

働
き
甲
斐
が
有
る
と
思
い
ま

舎
を
後
に
し
ま
し
た
。

難
し
い
世
の
中
だ

（

金
）
　
午
後
二
時
　
　
説
　
教

間
も
な
く
上
の

よ
う
に
咲
く
で

し
ょ
う



おお
地地
蔵蔵
ささ
んん
のの  

悲悲
願願
とと
共共
にに  

お
彼
岸
を
前
に
し
て
、
ご
不
幸
が
続

き
慌
し
い
日
が
続
い
た
。 

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
逆
縁
の
葬
儀

が
か
さ
な
り
、
な
ん
と
も
寂
し
い
想
い

が
し
て
い
る
。 

現
在
で
は
あ
ま
り
言
わ
れ
な
い
が
、

逆
縁
の
場
合
、
故
人
の
親
は
火
葬
場
ま

で
伴
っ
て
ゆ
か
な
い
風
習
や
、
故
人
の

位
牌
を
持
た
な
い
と
い
う
風
習
も
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。 

こ
れ
は
、
子
供
に
先
立
た
れ
た
り
、

自
分
よ
り
若
い
者
が
先
に
逝
く
悲
し

み
が
深
く
、
火
葬
場
ま
で
伴
う
こ
と
で
、

故
人
が
残
っ
た
も
の
の
悲
し
み
に
曳

か
れ
成
仏
で
き
な
い
と
さ
れ
た
か
ら

で
あ
る
。 

民
間
信
仰
に
「
こ
の
世
」
と
「
あ
の

世
」
の
境
に
は
三
途
の
川
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
三
途
の
川
は
三
瀬
川
と
も

い
い
、
こ
の
川
の
河
原
を
「
賽
の
河
原
」

と
い
う
。 

賽
の
河
原
で
は
、
特
に
幼
く
し
て
亡

く
な
っ
た
子
供
が
、
親
を
残
し
て
先
立

っ
た
不
孝
の
報
い
を
受
け
る
。 

親
へ
の
供
養
と
、
小
さ
な
手
で
石
を

積
み
回
向
す
る
。
し
か
し
完
成
す
る
や

鬼
が
出
て
き
て
塔
を
壊
し
、
何
度
も
何

度
も
石
積
み
の
苦
し
み
を
受
け
る
。
そ

の
子
供
ら
を
哀
れ
み
、
救
い
に
、
お
地

蔵
様
が
現
れ
る
と
い
う
言
い
伝
え
と

な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
信
仰
を
詠
っ
た
和
讃
「
賽
の
河

原
地
蔵
和
讃
」
が
あ
る
。 

 「
賽
の
河
原
地
蔵
和
讃
」 

是
は
此
世
の
こ
と
な
ら
ず 

死
出
の
山
路
の
裾
野
な
る 

さ
い
の
河
原
の
物
語 

聞
く
に
つ
け
て
も
哀
れ
な
り 

二
つ
や
三
つ
や
四
つ
五
つ 

十
に
も
足
ら
ぬ
嬰
子
が 

西
の
河
原
に
集
ま
り
て 

父
上
こ
い
し
母
こ
い
し 

恋
し
恋
し
と
泣
く
声
は 

此
の
世
の
声
と
は
異
変
り 

悲
し
さ
骨
身
を
通
す
な
り 

彼
の
嬰
子
の
所
作
と
し
て 

河
原
の
石
を
取
り
集
め 

是
に
て
回
向
の
塔
を
積
む 

一
重
積
ん
で
は
父
の
た
め 

二
重
積
ん
で
は
母
の
た
め 

三
重
積
ん
で
は
古
里
の 

兄
弟
我
身
と
回
向
し
て 

昼
は
独
り
で
遊
べ
ど
も 

日
も
入
相
の
其
の
頃
は 

地
獄
の
鬼
が
現
れ
て 

や
れ
汝
ら
は
何
を
す
る 

娑
婆
に
残
り
し
父
母
は 

追
善
供
養
の
勤
め
な
く 

た
だ
明
け
暮
れ
の
嘆
き
に
は 

惨
や
悲
し
や
不
憫
や
と 

親
の
嘆
き
は
汝
ら
が 

苦
患
を
受
く
る
種
と
な
る 

我
を
恨
む
る
事
な
か
れ 

黒
金
棒
を
と
り
の
べ
て 

積
み
た
る
塔
を
押
し
崩
す 

そ
の
時
能
化
の
地
蔵
尊 

ゆ
る
ぎ
出
で
さ
せ
給
い
つ
つ 

汝
ら
命
短
か
く
て 

冥
土
の
旅
に
来
る
な
り 

汝
等
父
母
娑
婆
に
あ
り 

娑
婆
と
冥
土
は
程
遠
し 

我
を
冥
土
の
父
母
と 

思
う
て
明
け
暮
れ
頼
め
よ
と 

幼
き
者
を
御
衣
の 

裳
の
内
に
か
き
入
れ
て 

哀
れ
み
給
う
ぞ
有
難
き 

未
だ
歩
ま
ぬ
幼
子
を 

錫
杖
の
柄
に
取
り
付
か
せ 

忍
辱
慈
悲
の
御
肌
へ
に 

抱
き
か
か
え
て
撫
で
擦
り 

哀
れ
み
給
う
ぞ
有
難
き 

南
無
や
大
悲
の
地
蔵
尊 

南
無
や
大
悲
の
地
蔵
尊 

 

 

 

こ
の
「
地
蔵
和
讃
」
の
よ
う
に
地
蔵

菩
薩
は
、
子
供
や
弱
い
も
の
を
救
う
も

の
で
あ
る
。 



ま
た
、
地
蔵
菩
薩
は
如
来
に
次
ぐ
見

地
を
持
ち
な
が
ら
、
お
釈
迦
様
が
入
滅

後
、
五
十
六
億
七
千
万
年
後
に
弥
勒
菩

薩
が
現
れ
る
ま
で
の
、
無
佛
の
時
代
に

「
一
斉
衆
生
済
度
の
請
願
を
果
た
さ

ず
ば
、
我
、
菩
薩
界
に
戻
ら
じ
」
と
請

願
を
立
て
、
六
道
に
苦
し
む
も
の
を
救

わ
じ
と
こ
の
世
に
現
れ
た
も
の
で
あ

る
。 大

切
な
方
を
亡
く
し
た
喪
失
感
、
逆

縁
で
あ
れ
ば
尚
更
お
お
き
い
は
ず
。 

悲
し
み
喪
失
感
か
ら
立
ち
直
る
過

程
を
、
喪
の
作
業
、
グ
リ
ー
フ
・
ワ
ー

ク
、
悲
嘆
の
プ
ロ
セ
ス
、
な
ど
と
い
い

ま
す
。 

最
初
に
使
わ
れ
た
の
は
フ
ロ
イ
ト

（1856-
1939

）
の
論
文
「
喪
と
メ
ラ

ン
コ
リ
ー
」
の
中
で
、
他
多
く
の
精
神

分
析
学
者
が
示
し
て
い
ま
す
。 

 

イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン
・
ボ
ウ
ル
ビ
ィ

の
記
し
た
「
喪
の
作
業
」
で
は
次
の
４

つ
の
段
階
で
説
明
し
て
い
ま
す
。 

 

第
１
期
（
感
情
麻
痺
の
時
期
） 

シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り
に
、
否
認
が
起
き

る
。
実
感
が
わ
か
ず
、
状
況
を
鮮
明
に

覚
え
て
い
る
。 

不
意
の
衝
撃
に
圧
倒
さ
れ
な
い
た
め

の
サ
バ
イ
バ
ル
反
応
で
あ
る
。 

  

第
２
期
（
思
慕
と
探
索
の
時
期
） 

信
じ
ら
れ
な
い
思
い
や
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
気
持
ち
の
中
で
、
必
死
に
対
象

を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
。 

  

第
３
期
（
混
乱
と
絶
望
の
時
期
） 

じ
き
に
否
定
で
き
な
い
現
実
に
直
面

し
、
怒
り
と
恨
み
が
湧
き
起
こ
る
。 

拷
問
の
よ
う
な
悲
嘆
の
嵐
と
戦
い
な

が
ら
、
喪
っ
た
対
象
へ
の
愛
着
を
確
認

す
る
。 

 

  

第
４
期
（
脱
愛
着
と
再
起
の
時
期
） 

あ
き
ら
め
の
な
か
で
現
実
を
認
め
、
愛

着
を
心
に
内
在
化
し
、 

人
間
の
命
の
は
か
な
さ
や
無
力
を
受

け
入
れ
、
立
ち
直
っ
て
い
く
。 

 

突
然
大
切
な
方
を
亡
く
し
、
死
に
直

面
す
る
。
ご
遺
族
に
と
っ
て
は
、
悲
し

み
の
中
で
慌
し
く
時
が
過
ぎ
て
い
く
。 

枕
経
を
あ
げ
、
通
夜
・
葬
儀
、
七
日

ご
と
の
中
陰
供
養
そ
し
て
四
十
九
日

の
法
要
。 

七
日
ご
と
に
お
参
り
に
行
き
ま
す

と
「
も
う
一
週
経
っ
た
か
な
」
「
も
う

三
十
五
日
が
来
た
か
な
」
と
お
話
し
な

が
ら
も
、
ご
遺
族
の
声
の
口
調
が
変
わ

っ
て
ゆ
く
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
あ

る
。 追

善
の
供
養
は
、
残
っ
た
者
へ
の
供

養
と
も
言
わ
れ
る
。
共
に
供
養
を
お
勤

め
す
る
中
で
、
少
し
で
も
心
が
癒
さ
れ

る
こ
と
を
願
う
。 

 
 

四
苦
八
苦
の
苦
し
み
は
「
地
獄
極
楽

は
こ
の
世
に
あ
り
」
と
も
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
こ
の
世

の
現
実
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

地
蔵
菩
薩
の
立
て
た
「
一
斉
衆
生
済

度
の
請
願
を
果
た
さ
ず
ば
、
我
、
菩
薩

界
に
戻
ら
じ
」
の
大
慈
大
悲
の
請
願
と

共
に
こ
の
お
彼
岸
を
過
ご
せ
れ
ば
と

願
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
明
玄
合
掌 

《
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
》 

古
流
の
剣
術
、
小
野
派
一
刀
流
を
習

っ
て
い
る
。
「
切
り
結
ぶ
太
刀
の
下
こ

そ
地
獄
な
れ 

踏
み
込
み
見
れ
ば
後

は
極
楽
」
宮
本
武
蔵
の
言
葉
と
さ
れ
る

が
、
一
刀
流
の
極
意
も
一
太
刀
の
切
落

と
し
で
あ
る
。 

こ
の
一
刀
流
の
縁
で
、
あ
る
剣
道
場

の
開
館
三
十
周
年
記
念
で
師
匠
と
演

武
を
披
露
し
た
。 

式
典
の
初
め
、
道
場
中
で
一
番
小
さ

な
幼
稚
園
程
の
子
が
、
島
田
虎
之
助
の

「
剣
は
心
な
り 

心
正
し
か
ら
ざ
れ

ば 

剣
又
正
し
か
ら
ず
」
の
有
名
な
句

と
論
語
の
一
節
を
、
大
き
な
声
で
堂
々

と
暗
誦
し
て
見
せ
驚
い
た
。
こ
の
道
場

の
子
に
は
当
た
り
前
の
こ
と
ら
し
い
。 

こ
の
道
場
か
ら
は
、
強
い
だ
け
で
な

く
、
社
会
に
貢
献
す
る
素
晴
ら
し
い
人

材
が
沢
山
輩
出
さ
れ
て
い
る
。 

今
年
の
説
教
会
の
二
日
目
は
、
幸
い

に
土
曜
日
で
時
間
の
あ
る
子
供
さ
ん

も
多
い
は
ず
、
「
人
身
受
け
難
し
、
今

す
で
に
受
く
。
仏
法
聞
き
難
し
、
今
す

で
に
聞
く
。
」
と
あ
り
ま
す
。 

三
つ
子
の
魂
百
ま
で
、
幼
い
子
供
さ

ん
、
お
孫
さ
ん
と
是
非
、
布
教
師
さ
ん

の
お
話
を
聞
き
に
い
ら
し
て
下
さ
い
。 
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し

あ

げ

ま

す

。

朝日に映える南禅寺の三門

電話
でんわ

　075-

771-2846

２５年度の支援結果

（内お賽銭　６６，５７７円）

5/7、5/16、
6/6、6/16、
7/7、7/17

3月15日

四

月

十

七

日

　今後もお賽銭の全額を義援金として、支援いたしま

すので引続きご協力をお願いします。

これまでの合計金額

四

月

十

二

日

四
月
二
十
五
日

四
月
二
十
一
日

の
ご
寄
付
で
本
堂
幕
が
新
調
さ
れ

　
一
月
十
七
日
、

当
寺
第
十
四
世

綾
部
玄
道
和
尚
の
五
十
回
忌
法
要

れ
、

久
方
ぶ
り
に
厳
か
で
盛
大
な

と
檀
信
徒
約
百
四
十
名
が
参
拝
さ

ま
し
た
。

県
内
の
和
尚
方
十
四
名

と
恒
例
の
大
般
若
会
を
執
り
行
い

８０，０００円

独
秀

流
御

詠
歌
全

国
大

会

5/21、6/23、
7/23

御詠歌

写経会

5/10、5/24、
6/14、6/28、
7/12、7/26

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

第146号安住寺だより

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

八
日
午
後
　
花
祭
り
講
演
会
（

市

仏

教

会

）

花
祭
り
（

降
誕
会
）

場
合
に

よ

っ
て

、
変

更
す

る

こ
と

も
あ
り

ま
す

。

独
秀
流
御
詠
歌

四

月

七

日

ま
し
た
。

皆
様
に
は
法
要
会
費
の

　
四
月
～

七
月

７６５，６４６円

（内お賽銭　３６０，８０２円）

　今回の支援は、陸前高田市の物産を購入しました。
説教会の参拝者にお配りします。

四

月

八

日

御
詠
歌
・
観
音
講

写
経
・
写
仏
の
会

合
掌
会
総
会
・
説
教

五

月

八

日

四
月
二
十
九
日

玄道和尚50回忌・大般若法要

50回忌行道（ぎょうどう）の様子。右回りに歩きな
がらお経を唱えます。

物品購入代金

東日本大震災義援金報告

　
し
あ
げ
ま
す
。

「大般若経」六百巻の転読。呪文を唱え
ながらパラパラと左右に広げます。法要

を短時間に済ませる工夫？です。

廣石碩田先生筆　　 ご希望の方に差し上げます。

法
要
で
し
た
。

記
念
に
総
代
各
位

ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
。

お
礼
申

　
地
下
鉄
・
東
西

と
う
ざ
い

線せ
ん

「
蹴
上

け
あ
げ

」

駅え
き

よ
り
五５

分ふ
ん

位く
ら
いで

便
利

べ
ん
り

で
す

。

京
都
の
旅
は

、
南
禅
会
館

へ
泊
ま
ろ
う

。

　４月２日お昼頃　藤ノ川中尾の桜園でお花
見をします。閑栖和尚が行きますので、おに
ぎりと飲み物持参でお出かけ下さい。（雨天
の時は晴れ次第）

錦
江
橋
架
け
替
え
工
事

　
三
月
十
八
日
現

在

、
橋
脚
の
基
礎
工

事
が
進
ん
で
い
ま

す

。

お花見しませんか

無
縁
供
養
・
説
教
会

四
月
二
十
六
日

　
　
　
以
後
の
予
定

坐禅会


