










県仏会報 茨城佛教 第44号

「
『
遊
行
の
お
砂
持
ち』
に
随
喜
し
て」

時
宗
茨
城
教
区
青
年
会

庶
務

神
應
寺

奥
田

裕
幸

令
和
五
年
五
月
十
四
日、

遊
行
七
十
五
代

一

浄
上
人
の
登
位
に
伴
い、

氣
比
神
宮
（
現、

福
井
県
敦
賀
市）

に
於
い
て
「
お
砂
持
ち」

が
十
八
年
の
時
を
経
て
厳
修
さ
れ
ま
し
た。

時
宗
で
は
代
々
の
遊
行
上
人
が
法
燈
を
相

続
し
た
際
に
「
お
砂
持
ち」

の
神
事
が
行
わ

れ
ま
す。

そ
れ
は、

正
安
三
年
(-
三
0
-
)

遊
行
二
祖
他
阿
真
教
上
人
が
氣
比
神
宮
に
参

詣
し
た
折、

沼
地
に
よ
り
参
道
が
で
き
ず
に

い
た
こ
と
を
知
り、

土
砂
の
運
搬
具
で
あ
る

「
も
っ
こ」

を
自
ら
担
ぎ、

海
辺
か
ら
砂
を

運
ば
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
ま
す。

真
教
上

人
に
続
い
て
時
衆
の
僧
尼
等
を
は
じ
め
神
職

や
近
隣
諸
国
で
結
縁
し
た
人
び
と
も
総
出
で

大
勢
集
ま
り
砂
を
運
び、

道
路
は
さ
な
が
ら

市
場
の
よ
う
な
賑
わ
い
に
な
っ
た
と
い
い
ま

す。

こ
の
よ
う
に
見
事
に
参
道
を
整
備
し
た

真
教
上
人
の
威
徳
を
讃
え、

世
に
こ
れ
を
「
遊

行
の
お
砂
持
ち」

と
伝
え
ら
れ
た
と
い
い
ま

す。

か
の
松
尾
芭
蕉
は
宿
屋
の
亭
主
か
ら
こ

の
故
事
を
聞
き、
「
月
清
し

遊
行
の
も
て

る

砂
の
上」

と
詠
ん
で
い
ま
す。

こ
の
度、

時
宗
青
年
会
の
全
面
協
力
の
も

時
折
強
く
降
る
雨
の
な
か
僧
尼
や
稚
児
等

二
百
人
を
超
え
る
大
行
列
と
と
も
に、

七
百

年
前
に
「
お
砂
持
ち」

で
整
備
さ
れ
た
「
神

楽
通
り」

な
ど
の
参
道
を
練
り
歩
き、

真
教

上
人
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
し
た。

大
勢
の
人

び
と
に
見
守
ら
れ
る
な
か、
一

浄
上
人
を
は

平
成
二
十
三
年
三
月
十一
日
に
発
生
し
た、

東
日
本
大
震
災
は
私
た
ち
に
と
っ
て
忘
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
出
来
事
で
す。

あ
の
壊
滅

的
な
地
震
と
律
波
に
よ
り、

茨
城
県
内
で
も

多
数
の
死
者
と
甚
大
な
被
害
を
受
け
ま
し
た。

そ
し
て
そ
の
大
災
害
か
ら
十
二
年
の
時
が

過
ぎ
ま
し
た。

令
和
五
年
三
月
十
日、

北
茨
城
市
の
長
松

寺
（
中
村
純
裕
住
職）

に
お
い
て、

天
台
宗

茨
城
教
区
主
催
東
日
本
大
震
災
物
故
者
十
三

回
忌
慰
霊
法
要
が
奉
修
さ
れ
ま
し
た。

当
日
は、

中
村
純
亮
教
区
宗
務
所
長
が
導

師
を
務
め、

コ
ロ
ナ
禍
を
考
慮
し
教
区
内
参

加
者
を
抑
え、

教
区
代
表
者
が
出
仕
の
も
と、

長
松
寺
檀
信
徒
代
表
と
北
茨
城
市
長
豊
田
氏、

「
東
H
本
大
震
災
物
故
者

十
三
回
忌
慰
霊
法
要」

天
台
宗

神
宮
寺

真
下

俊
官

創業明治26年
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と
富
田
教
王
会
長
を
は
じ
め
茨
城
教
区
青
年

会
か
ら
五
名
随
喜
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た。

じ
め
と
し
氣
比
神
宮
内
の
池
に
砂
を
次
々
と

運
び
終
え
る
こ
ろ
に
は、

雨
が
や
み
晴
れ
間

が
の
ぞ
い
て
い
ま
し
た。

そ
の
情
景
は、

神
仏

か
ら
祝
福
を
戴
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た。

時
宗
七
百
年
の
歴
史
と
参
詣
者
が
多
く
訪

れ
る
信
心
深
い
氣
比
神
宮
と
の、

互
い
に
尊

重
し
合
う
神
仏
習
合
の
姿
に
感
銘
を
受
け、

私
に
と
っ
て
得
難
い
経
験
と
な
り
ま
し
た。

合

掌

水戸駅南口方面
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第44号 県仏会報 茨城佛教

天
台
宗
よ
り
来
賓
を
お
迎
え
し
て 、

震
災
に

よ
り
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
を
追
悼
し
ま
し
た 。

当
日
参
列
し
た
皆
さ
ま
は 、
一
人
ひ
と
り

当
時
の
事
を
思
い
返
し 、

犠
牲
に
な
ら
れ
た

方
々
に
哀
悼
の
意
を
捧
げ
て
い
ま
し
た 。

慰
霊
法
要
と
は
震
災
に
よ
っ
て
亡
く
な
ら

れ
た
方
へ
の
ご
供
養
の
場
で
は
あ
り
ま
す
が 、

同
時
に 、

継
承
の
機
会
で
も
あ
る
と
思
い
ま

す 。

未
来
の
命
を
守
る
た
め 、

こ
の
地
震
に

よ
る
被
害
を
風
化
す
る
こ
と
な
く
後
世
へ
伝

え 、

自
然
災
害
に
対
す
る
防
災
へ
の
意
識
を

忘
れ
ず
に
備
え
て
行
く
こ
と
が
私
た
ち
に
出

来
る
大
切
な
こ
と
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す 。

当
日 、

長
松
寺
で
は 、

ひ
な
祭
り
の
お
雛

様
を
堂
内
に
祭
る
「
雛
あ
か
り」

行
事
中
で 、

数
多
の
お
雛
様
に
見
守
ら
れ
て 、

と
て
も
暖

か
さ
を
感
じ
る
こ
と
の
出
来
た
慰
霊
法
要
と

な
り
ま
し
た 。

来
る
令
和
六
年 、

法
然
上
人
が
浄
士
宗
を

開
か
れ
て
か
ら 、

八
五
0
年
と
い
う
大
き
な
節

目
を
迎
X
ま
す 。

令
和
五
年
五
月
九
日
（
火）

に
全
国
か
ら
参
集
し
た
青
年
会
員
が 、

法
然

「
浄
士
宗
開
宗
八
五
0
年

慶
讃
法
灯
リ
レ
ー」

安
養
寺

竹
内

正
俊

浄
士
宗

行脚（青龍寺～八瀬登山口1) 青龍寺出発

上
人
が
ご
修
行
さ
れ
た
比
叡
山
黒
谷
青
龍
寺

の
報
恩
蔵
か
ら
法
灯
を
頂
戴
し 、

総
本
山
知

恩
院
ま
で
念
仏
行
脚
を
し
な
が
ら 、

浄
土
宗

開
宗
八
五
0
年
慶
讃
事
業
と
し
て
の
「
法
灯

リ
レ
ー」

が
始
ま
り
ま
し
た 。

途
中 、

大
本

山
く
ろ
谷
金
戒
光
明
寺
に
て
献
灯
法
要
を
厳

修
し 、

総
本
山
知
恩
院
へ
と
リ
レ
ー

さ
れ
ま

し
た 。

多
く
の
方
が
参
列
さ
れ
た
知
恩
院
で
の
開

白
法
要
後 、

各
教
区
長
が
法
灯
を
持
ち
帰
り 、

茨
城
の
地
へ
も
分
灯
さ
れ
ま
し
た 。

令
和
五

年
五
月
二
十
四
日
（
水）

大
本
山
増
上
寺
別

院
で
あ
る
常
総
市
の
弘
経
寺
に
お
い
て 、

茨

城
教
区
の
献
灯
法
要
を
厳
修
し 、

各
組
長
へ

と
法
灯
が
分
け
ら
れ
ま
し
た 。

こ
れ
か
ら
県

内
全
寺
院
へ
法
灯
が
分
け
ら
れ 、

お
念
仏
の

法
灯
を
菩
提
寺 、

檀
信
徒
へ
と
繋
げ
て
阿
弥

陀
様
と
ご
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
き
ま
す 。

ま

た 、

こ
れ
か
ら
一
年
を
か
け
て 、

各
教
区
で

の
法
要 、

青
年
会
で
の
活
動 、

各
寺
院
で
の

檀
信
徒
教
化
を
通
じ
て 、

あ
ら
ゆ
る
有
縁
の

方
に
リ
レ
ー

さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す 。
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「
日
蓮
宗
北
関
東
教
区・
檀
信
徒
研
修
道
場

『
新
た
な
る
心
構
え』

S
宗
祖
七
五
〇
遠
忌
を
見
据
え
て
S
」

日
蓮
宗・
北
関
東
教
区
長

星
宮
寺

相
田

北
関
東
教
区
で
は、

去
る
令
和
五
年
十
月

二
十
六
H
に
取
手
市
・

瑞
法
光
寺
に
於
い
て

檀
信
徒
研
修
道
場
を
開
催
し、

各
寺
院
の
総

代
な
ど、

約
一

五
0
人
が
参
加
し
た。

開
会
式
で
は
各
地
災
害
犠
牲
者
追
善
法
要

と
災
害
復
興
祈
願
も
執
り
行
な
わ
れ、

国
内

の
み
な
ら
ず、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
や
ト
ル
コ

地
震
・

中
東
危
機
な
ど
も
含
ん
だ
回
向
と
祈

願
が
な
さ
れ
た。

午
後
か
ら
は
京
都
市
・

蓮
久
寺
御
山
主
の

三
木
大
雲
上
人
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
「
信

行
の
大
切
さ」

と
題
し
た
法
話
が
行
な
わ
れ

た。

法
話
で
は
「
八
年
後
に
お
迎
え
す
る
宗

祖
七
百
五
十
遠
忌
を
念
頭
に、

日
頃
の
信
行

を
如
何
に
深
め
な
が
ら
宗
祖
へ
の
ご
報
恩
に

報
い
る
べ
き
か
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん」

と
正
し
た
後
に
「
自
己
を
省
み
る
事
に
よ
っ

て
新
た
な
る
信
行
へ
の
第
一

歩
が
踏
み
出
せ

た
な
ら
ば、

そ
の
八
年
間
の
積
徳
に
よ
っ
て

宗
祖
へ
の
御
心
に
触
れ
る
事
が
出
来
る
の
で

は
な
い
か」

と
の
課
題
を
投
げ
掛
け
ら
れ
た。

当
道
場
で
は、

そ
の
他
に
も
写
経
や
唱
題

行、

食
法
作
法
と
云
っ
た
所
作
仏
事
も
行
な

わ
れ
た。

要
練

あ
る
参
加
者
の
一

人
は
「
大
変
に
有
意
義

な
研
修
で
し
た。

ご
法
話
で
教
え
て
頂
い
た

通
り、

反
省
が
無
け
れ
ば
感
動
は
無
い、

と

の
戒
め
を
肝
に
銘
じ
て、

素
直
で
一

途
な
信

行
に
よ
っ
て
御
遠
忌
を
お
迎
え
し
た
い
で
す」

と
の
抱
負
を
述
べ
て
い
た。

閾
宗
で
は
八
年
後
の
令
和
十――一
年
に
宗
祖

日
蓮
聖
人
の
第
七
百
五
十
遠
忌
を
迎
え
る。

そ
の
御
遠
忌
に
向
け
て
様
々
な
信
行
活
動
や

御
報
恩
諸
事
業
が
始
動
し
た。

コ
ロ
ナ
禍
や

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
脅
威
が
残
る
中
で
は

あ
る
が、

徐
々
に
こ
れ
ら
の
諸
活
動
が
推
進

展
開
さ
れ
て
行
く
事
を
願
っ
て
止
ま
な
い。

合

掌

[ : i.=:=
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り

「
真
百
宗
智
山
派
茨
城
第一

教
区

『
研
修
旅
行
報
告』」

真
言
宗
智
山
派

賽
珠
院

九
月
十
四
日
・

十
五
日
に
か
け
て、

茨
城

第
一

教
区
有
志
に
よ
る
福
島
会
津
方
面
へ
の

研
修
旅
行
が
行
わ
れ
た。

教
区
の
研
修
旅
行

と
し
て
は
こ
れ
ま
で
に、

東
日
本
大
震
災
で

被
災
し
た
南
三
陸
町
・

気
仙
沼
市
な
ど
を
慰

霊
訪
問
し、

ま
た
長
野
善
光
寺
や
周
囲
の
有

名
寺
院
を
参
拝、

さ
ら
に
は
九
州
ま
で
足
を

伸
ば
し
私
ど
も
真
言
宗
の
宗
祖
た
る
弘
法
大

師
に
ご
縁
の
あ
る
観
世
音
寺
・

太
宰
府
等
を

参
拝
し
た。

し
か
し、

例
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
自
粛
を

強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り、

都
合一云一
年
間
研

修
旅
行
の
機
会
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た。

そ
れ
だ
け
に
今
回
の
研
修
旅
行
に

は
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た。

こ
れ
ら
の

研
修
旅
行
の
旅
程
は
教
区
内
文
殊
院、

内
山

晴
隆
師
の
企
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る。

勿
論、

研
修
旅
行
の
目
的
地
を
決
め
る
の
は
今
年
度

よ
り
岸
野
教
司
師
の
後
継
と
な
る
伊
藤
善
典

教
区
長
で
あ
る。

出
発
の
挨
拶
で
伊
藤
師
は

多
く
の
住
職
が
参
加
し
易
い
予
定
を
優
先
し

た
と
述
べ
た。

と
い
う
の
も、

前
回
の
研
修

旅
行
を
終
え
た
際、

次
回
は
北
海
道
に
行
き

た
い
と
い
う
希
望
が
あ
っ
た
が、

そ
れ
に
は

最
低一
一
泊
が
必
要
で
多
忙
な
ご
住
職
方
に
は

深
瀬

隆
純

日
程
的
に
負
担
が
多
か
ろ
う
と
い
う
教
区
長

の
英
断
が
あ
っ
た。

今
回
は
当
初
十
二
名
の
参
加
で
ほ
ぼ
例
年

並
み
で
あ
り、

そ
の
う
ち
五
名
が
初
参
加
で

あ
る。拐

て、

十
四
日
の
出
発
は、

こ
れ
も
例
年

通
り
那
珂
市一

乗
院
様
の
駐
車
場
を
集
合
場

所
に
し
て
午
前
八
時
に
バ
ス
の
乗
客
と
な
っ

た。

今
回
は一
一
日
間
で
六
ケ
所
の
寺
院
と
名

勝
を
巡
る
こ
と
に
な
る。

休
憩
を
は
さ
ん
で

十
時
半
最
初
の
目
的
地
「
慧
H
寺」

に
到
着

し
た。

駐
車
場
に
バ
ス
が
着
い
た
が
他
に
車

も
見
当
た
ら
ず、

残
暑
の
中
を
歩
い
て
い
く

と、

復
元
さ
れ
た
建
物
が
視
界
に
現
わ
れ
て

き
た。

ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設
に
入
っ
て
涼
を
と
っ

て
か
ら
金
堂
を
参
拝
し
た。

当
寺
は
平
安
時

代
初
頭
に
徳
一

に
よ
っ
て
開
山
さ
れ、

明
治

の
廃
寺
に
至
る
ま
で
お
よ
そ
千
年
も
の
歴
史

を
刻
む
古
刹
で
あ
る。

寺
歴
を
辿
る
と
幾
度

も
火
災
に
遭
い
そ
の
度
に
伽
藍
と
仏
像
を
再

建
し
て
き
た。

昭
和
四
十
五
年
に
国
史
跡
に

指
定
さ
れ
堂
宇
も
順
次
復
元
さ
れ
る
過
程
に

あ
る。

金
堂
の
復
元
と
共
に
丈
六
の
薬
師
如

来
坐
像
も
お
よ
そ
三
年
を
か
け
て
完
成
し
た。

磐
梯
町
と
東
京
藝
大
と
の
連
携
で
復
花
が
な
っ

た
も
の
で、

往
時
の
古
色
を
施
さ
れ
て
威
容

を
誇
っ
て
い
る。

ま
た
金
堂
前
に
は
広
い
石

敷
き
広
場
が
あ
る
が、

記
念
に
買
い
求
め
た

『
徳
一

菩
薩
と
慧
日
寺』

を
紐
解
く
と
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た。

(8)
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「
古
代
の
金
堂
は
一

般
に
奥
行
が
狭
く 、

人
が
堂
内
に
入
っ
て
礼
拝
す
る
こ
と
は
な
く 、

礼
拝
や
宗
教
儀
式
も
金
堂
の
前
庭
で
行
わ
れ

る
の
が
普
通
で
し
た 。

慧
日
寺
で
金
堂
の
前

に
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
た
の
も 、

積
雪

と
く
に
春
の
雪
解
け
の
際
に
儀
式
な
ど
を
行

い
易
く
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す」

。

復
元
施
設
を
出
て 、

駐
車
場
近
く
の
資
料

館
を
見
学
し
て
慧
日
寺
を
後
に
し
た 。

次
い

で
遠
か
ら
ぬ
距
離
に
あ
る
「
勝
常
寺」

に
移

動
し
た 。

こ
の
寺
に
は
重
文
の
薬
師
堂
が
あ

り
国
宝
の
薬
師
如
来――一
尊
像
が
安
置
さ
れ
て

い
る
の
だ
が 、

数
日
前
ま
で
に
予
約
し
な
け

れ
ば
参
拝
は
不
可
と
あ
っ
た 。

国
宝
の
薬
師

三
尊
を
拝
見
す
る
機
会
を
失
い
少
々
残
念
で

は
あ
り 、

も
う
少
し
柔
軟
な
対
応
も
必
要
か

と
思
っ
た
が 、

個
人
が
管
理
し
て
い
る
寺
院

で
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
か
と
も
思
っ
た 。

昼
食
後
「
立
木
観
音」

と
「
柳
津
虚
空
蔵」

を
参
拝
し
た 。

既
に
午
後
に
な
り
や
や
慌
た

だ
し
い
参
拝
と
な
っ
た
が 、

柳
津
虚
空
蔵
の

壮
大
な
伽
藍
は
私
た
ち
を
魅
了
し
た 。

太
い

丸
柱
が
欅
で
外
壁
も
玉
杢
で
あ
っ
た 。

現
在

こ
れ
だ
け
の
材
料
を
揃
え
た
る
と
し
た
ら
ど

れ
ほ
ど
の
予
算
が
必
要
か
と
い
ら
ぬ
想
像
を

掻
き
立
て
ら
れ
た 。

ま
た 、

当
地
の
土
産
物

と
し
て
人
気
の
あ
る
赤
べ
こ
の
由
来
を
こ
の

寺
で
知
る
こ
と
が
出
来
た 。

四
百
年
ほ
ど
前

こ
の
地
が
大
地
震
に
襲
わ
れ 、

柳
津
虚
空
蔵

も
大
き
な
被
害
を
受
け
た 。

再
建
に
当
た
っ

て
は
巨
岩
の
上
に
建
て
る
こ
と
に
し
た
が
労

力
が
足
り
な
い 。

そ
こ
へ
ど
こ
か
ら
と
も
な

く
赤
牛
の
大
群
が
現
れ
て
工
事
に
助
力
し
見

事
に
完
成
を
み
た 。

こ
の
故
事
が
郷
士
玩
具

赤
べ
こ
の
由
来
と
な
っ
た
の
で
あ
る 。

こ
れ
で
本
日
の
予
定
を
終
了
し
虚
空
蔵
か

ら
ご
く
近
い
「
柳
律
温
泉
瀞
流
の
宿
か
わ
ち」

の
客
と
な
っ
た 。

簡
素
な
宿
で
は
あ
る
が 、

宿
の
人
た
ち
の
心
の
籠
っ
た
お
も
て
な
し
と

料
理
で
旅
情
を
満
喫
し
た 。

翌
日
は
ニ
ケ
寺
と
名
勝
を
巡
る
予
定
で
あ

る 。

最
初
は
中
田
観
音
で
あ
る 。

こ
こ
と
昨

日
参
っ
た
立
木
観
音 、

そ
れ
と
教
区
研
修
で

は
平
成
二
十
八
年
に
詣
で
た
鳥
追
観
音
を
参

拝
す
る
と
死
ぬ
時
苦
し
む
こ
と
な
く
「
こ
ろ 柳津虚空蔵

り」

と
死
ね
る 、

会
津
こ
ろ
り一
二
観
音
と
し

て
信
仰
を
集
め
て
い
る 。

そ
の
中
田
観
音
だ

が
福
島
が
生
ん
だ
偉
人 、

野
口
英
世
の
母
親

が
信
仰
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る 。

母
親

は
毎
月
猪
苗
代
か
ら
徒
歩
で
参
拝
し
た
そ
う

だ
が 、

英
世
を
火
傷
さ
せ
て
手
の
自
由
を
奪

わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
い 、

そ
の
治
癒

を
一

心
に
祈
っ
た
に
違
い
な
く 、

後
年
手
の

自
由
を
取
り
戻
し
た
英
世
が
世
界
的
な
仕
事

を
遺
し
て
い
く
原
動
力
に
も
な
っ
た
と
思
い 、

深
い
信
仰
の
力
を
こ
の
寺
か
ら
感
じ
と
る
こ

と
が
出
来
た 。

次
い
で
法
用
寺
を
参
拝
し
た 。

県
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
三
重
塔
な
ど
を
参
拝
し

た 。

簡
素
で
趣
の
あ
る
塔
で
あ
っ
た 。

広
い

境
内
は
か
な
り
雑
草
に
覆
わ
れ
て
お
り 、

檀

信
徒
の
人
た
ち
だ
ろ
う
か
除
草
作
業
に
追
わ

れ
て
い
た 。

こ
の
日
の
昼
食
は
近
く
の
大
内
宿
に
移
動

し 、

名
物
の
ね
ぎ
蕎
麦
を
頂
く
こ
と
に
な
っ

た 。

特
製
の
曲
が
っ
た
ネ
ギ
を
箸
代
わ
り
に

し
て
蕎
麦
を
す
す
る
仕
組
み
で
あ
り 、

美
味

し
く
も
あ
り
面
白
く
も
あ
っ
た 。

最
後
に
「
塔
の
へ
つ
り」

を
見
学
し
た 。

こ
れ
は
太
古 、

海
底
だ
っ
た
地
層
が
隆
起
し

て
風
化
・

侵
食
に
よ
り
様
ざ
ま
に
奇
観
を
呈

し
て
い
る
場
所
だ
っ
た 。

バ
ス
を
停
め
た
駐

車
場
の
女
性
に
先
導
さ
れ 、

店
舗
内
を
通
っ

て
展
望
台
か
ら
奇
観
を
見
学
し
た
の
だ
が 、

そ
の
説
明
よ
り
土
産
物
を
売
る
方
に
熱
が
こ

．，『元�臼這内三頂
御本山参拝 ・各地巡礼巡拝・

祖跡霊場参拝・中国シルクロード

お釈迦様の聖地

インド巡拝・ミャンマー仏教遺跡…など

海外 ♦ 国内4勇腺 ♦ 個人問わす

お問合せ下さい！

本社営業所 東京都港区新橋3-2-7 TEL03-3502-4041 

も
っ
て
い
た
の
が
愛
嬌
で
あ
っ
た 。

後
は
一

路
帰
る
の
み
で
あ
る 。

ゆ
と
り
を

持
っ
た
行
程
だ
っ
た
の
で
予
定
よ
り
早
く
一

乗
院
様
に
帰
り
つ
く
こ
と
が
出
来
て 、

そ
の

ま
ま
帰
途
に
つ
い
た 。

い
つ
も
な
が
ら
内
山

師
の
旅
程
の
正
確
さ
と
的
確
な
参
拝
寺
院
の

選
択
で 、

寺
院
の
在
り
方
と
経
営
の
ヒ
ン
ト

に
至
る
ま
で
習
得
出
来
て
有
り
難
い
こ
と
で

あ
っ
た 。

こ
れ
を
以
て
研
修
旅
行
の
報
告
と
す
る 。
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早さと正確をモットー に

より美しく、より創造的なプリントワー クをめざして

｀口 2日— 印刷株式合社

〒310-0817水戸市柳町1丁目1番1号
TEL 029-224-4535 
FAX 029-225-5007 

Tw血9 公式HP
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名 □ ．宴レ会ご
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石
岡
市
に
て
真
言
宗
智
山
派
阿
弥
陀
院
の

住
職
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
河
村
照
円

と
い
い
ま
す。

法
務
の
傍
ら、

税
理
士
と
し

て
主
に
寺
院
の
会
計
・

税
務
・

運
営
相
談
な

ど
を
行
っ
て
お
り、

教
区
や
青
年
会
な
ど
で

の
講
演
や
『
月
刊
住
職
（
興
山
舎）
』

や
『
地

域
寺
院
（
大
正
大
学
出
版
会）
』

の
連
載
記

事
の
執
筆
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す。

前一
二
回

は
税
務
調
査
へ
の
対
応
策
に
つ
い
て
ご
紹
介

い
た
し
ま
し
た。

今
回
は
お
寺
で
も
で
き
る

節
税
対
策
と
い
う
テ
ー
マ
で、

書
い
て
み
よ

う
と
思
い
ま
す。

◆

宗
教
法
人
は
非
課
税
な
の
に
節
税
は

可
能
な
の
か

ご
存
じ
の
と
お
り、

お
寺
は
宗
教
活
動
の
み

行
っ
て
い
れ
ば
法
人
税
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん。

こ
れ
は
宗
教
法
人
が
「
公
益
法
人」

に
該
当

し
て
い
る
か
ら
で
あ
り、

公
益
法
人
は
「
収

益
事
業
を
行
っ
た
場
合
に
限
り」

法
人
税
が

課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す。

つ
ま

り
お
寺
で
あ
っ
て
も、

物
品
販
売
業
な
ど
の

収
益
事
業
を
行
っ
た
場
合
に
は、

法
人
税
が

課
税
さ
れ
ま
す。

さ
て
原
則
と
し
て
課
税
さ
れ
な
い
お
寺
に

照理

お
い
て
「
節
税」

と
い
う
視
点
は
存
在
し
な

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す。

節
税
と
は、

合

法
的
な
範
囲
内
で
税
金
を
少
な
く
す
る
こ
と

を
指
し
て
い
ま
す
の
で、

そ
も
そ
も
課
税
さ

れ
な
い
の
で
あ
れ
ば、

税
金
を
少
な
く
で
き

る
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん。

で
は
ど
の
部
分
に

お
い
て
節
税
が
可
能
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か。

そ
の
答
え
は
ほ
と
ん
ど
の
お
寺
が
納
め
て

い
る
「
所
得
税」

に
対
し
て、

節
税
が
可
能

と
な
っ
て
く
る
の
で
す。

お
寺
が
住
職
や
副

住
職
な
ど
に
支
払
う
給
料
に
対
し
て
は
所
得

税
が
か
か
り
ま
す。

こ
れ
は
住
職
や
副
住
職

の
個
人
に
対
す
る
税
金
で
あ
る
も
の
の、

源

泉
徴
収
と
い
っ
て、

給
料
か
ら
差
し
引
い
て

お
寺
が
代
わ
り
に
納
税
す
る
仕
組
み
と
な
っ

て
い
る
た
め、

お
寺
が
納
め
る
と
い
う
表
現

と
し
た
の
で
す。

ま
た
所
得
税
は
計
算
の
仕

組
み
に
お
い
て
住
民
税
に
連
動
し
て
い
ま
す。

さ
ら
に
住
民
税
は
国
民
健
康
保
険
料
と
も
連

動
し、

保
育
料
な
ど
に
も
影
響
が
及
び
ま
す。

つ
ま
り
所
得
税
が
少
な
く
な
る
こ
と
で、

他

の
支
払
い
ま
で
少
な
く
で
き
る
こ
と
に
つ
な

が
る
の
で
す。

◆

所
得
税
の
節
税
方
法
と
は

脱
税
は
違
法
と
な
り
ま
す
が、

節
税
は
法

律
に
定
め
ら
れ
た
範
囲
で
税
金
を
少
な
く
す

る
こ
と
を
い
い
ま
す。

つ
ま
り
自
分
た
ち
に

有
利
に
な
る
法
律
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か、

と
も
い
え
る
わ
け
で
す。

国
は
そ
の
政
策
に

お
い
て、

各
方
面
に
優
遇
措
置
を
設
け
て
い

ま
す。

そ
の
優
遇
措
置
が
節
税
な
の
で
す。

で
す
の
で、

節
税
対
策
を
行
っ
て
も
違
法
で

は
あ
り
ま
せ
ん
し、

逮
捕
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん。

所
得
税
の
節
税
と
い
う
観
点
で、
一

番
そ

の
効
果
が
大
き
い
の
は
「
退
職
金」

で
す。

お
寺
の
場
合、

退
職
を
意
識
す
る
こ
と
は
少

な
い
と
思
い
ま
す。

そ
も
そ
も
僧
侶
は
職
業

で
は
な
い
で
す
し、

僧
侶
を
退
職
す
る
と
い

う
こ
と
は、

環
俗
す
る
の
か
と
思
わ
れ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う。

退
職
と
は
僧

侶
の
退
職
で
は
な
く、

お
寺
の
代
表
役
員、

つ
ま
り
住
職
の
立
場
を
後
任
に
譲
る
こ
と
を

指
し
て
い
ま
す。

で
す
か
ら
住
職
を
退
職
し

て
も、

名
誉
住
職
や
長
老、

東
堂
な
ど
各
宗

派
に
お
い
て
住
職
後
の
役
職
が
設
け
ら
れ
て

い
る
職
に
就
く
こ
と
は
可
能
で、

お
寺
か
ら

引
き
続
き
給
料
を
も
ら
う
こ
と
も
可
能
で
す。

た
だ
し
住
職
在
任
時
の
半
分
以
上
も
ら
っ
て

い
る
と、

退
職
金
の
節
税
効
果
が
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
の
で、

大
幅
な
給
料
ダ
ウ
ン

が
要
件
と
な
り
ま
す。

退
職
金
は
一

般
的
に
は
「
老
後
の
生
活
保

障」

と
い
っ
た
側
面
が
あ
り
ま
す
の
で、

重

い
税
が
課
さ
れ
て
し
ま
う
と
老
後
に
不
安
を

抱
え
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら、

国
の
政
策

と
し
て
税
金
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
で
す。

具
体
的
に
は
退
職
所
得
控
除
と
呼
ば
れ
る
大

き
な
控
除
枠
が
あ
り、

在
籍
一

年
に
つ
き

四
十
万
円、

在
籍
が
二
十
年
を
超
え
る
と
一

年
あ
た
り
七
十
万
円
で
計
算
さ
れ
ま
す。

た

と
え
ば
在
籍
四
十
年
の
方
で
あ
れ
ば、
一
一
千

二
百
万
円
（
四
十
ガ
円
x
-
―
十
年
十
七
十
万

円
x

二
十
年）

ま
で
退
職
金
を
も
ら
っ
て
も

課
税
さ
れ
な
い
の
で
す。

こ
れ
が
退
職
金
で

は
な
く
ボ
ー
ナ
ス
と
し
て
二
千
二
百
万
円
を

も
ら
っ
て
し
ま
う
と、

所
得
税
と
住
民
税
を

合
わ
せ
て
七
百
万
円
以
上
の
税
金
を
納
め
な

く
て
は
い
け
な
い
の
で
す。

な
お
在
任
期
間

は
住
職
と
し
て
だ
け
で
は
な
く、

副
住
職
時

代
か
ら
も
含
め
た
ト
ー
タ
ル
の
在
任
期
間
と

な
り
ま
す。

退
職
金
の
手
続
き
は
①
お
寺
で
退
職
金
規

定
を
制
定
す
る、

②
責
任
役
員
会
議
事
録
を

作
成
す
る、

③
住
職
を
退
任
す
る、

④
退
職

金
を
支
給、

⑤
退
職
所
得
の
受
給
に
関
す
る

申
告
書
の
作
成、

の
流
れ
で
行
い
ま
す。

ひ

と
つ
ず
つ
見
て
い
き
ま
す。

ま
ず
①
の
退
職
金
規
定
に
つ
い
て
で
す。

こ
れ
は
お
寺
ご
と
に
独
自
の
も
の
を
作
成
で

き
ま
す。

退
職
金
は
ど
の
よ
う
に
計
算
す
る

の
か、

と
い
っ
た
内
容
を
盛
り
込
み
ま
す。

こ
の
規
定
が
な
い
と
退
職
金
の
計
算
根
拠
が

な
く
な
り
ま
す
の
で、

ボ
ー
ナ
ス
と
同
じ
よ

う
に
扱
わ
れ、

前
述
し
た
大
き
な
控
除
枠
も

適
用
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す。

次
に
②
の
退
職
金
規
定
を
制
定
す
る
た
め

責
任
役
員
会
で
決
議
し
た
議
事
録
を
作
成
し、

保
管
し
て
お
き
ま
す。

責
任
役
員
会
は
寺
院

規
則
に
定
め
ら
れ
た
定
数
の
過
半
数
で
そ
の

決
議
が
有
効
と
な
り
ま
す。

多
く
の
お
寺
で

は
責
任
役
員
は
三
人
と
な
っ
て
い
る
の
で、

(14)
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そ
の
場
合 、

最
低
二
人
の
承
認
が
必
要
と
な

り
ま
す 。

必
要
な
書
式
が
揃
っ
て
い
る
状
態
で 、

③

の
住
職
を
退
任
し
ま
す 。

宗
派
に
お
い
て
新

住
職
の
辞
令
が
交
付
さ
れ
た
ら 、

そ
れ
を
持
っ

て
法
務
局
で
代
表
役
員
の
変
更
登
記
を
行
い

ま
す 。

そ
の
後 、

通
帳
な
ど
の
名
義
変
更
を

行
い
ま
す 。

退
職
の
手
続
き
が
完
了
し
た
ら 、

以
前
に

制
定
し
て
い
る
退
職
金
規
定
に
基
づ
い
て
④

の
退
職
金
を
支
給
し
ま
す 。

最
後
に
⑤
の
退
職
所
得
の
受
給
に
関
す
る

申
告
書
を
記
入
し 、

保
存
し
て
お
き
ま
す 。

こ
の
書
式
は
税
務
署
で
取
得
す
る
か 、

国
税

庁
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す

る
こ
と
が
で
き
ま
す 。

こ
の
申
告
暑
を
作
成

し
て
お
か
な
い
と 、

前
述
し
た
大
き
な
控
除

枠
の
あ
る
退
職
所
得
控
除
が
適
用
で
き
ず 、

退
職
金
に
対
し
て
二
十
％
の
所
得
税
が
課
税

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す 。

な
お
退
職
金
は
年
末

調
整
で
は
処
理
で
き
な
い
の
で 、

受
給
し
た

年
の
翌
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
確
定
申
告
を

行
い
ま
す 。

◆

保
険
と
相
性
の
良
い
退
職
金

退
職
金
目
的
で
保
険
を
活
用
し
ま
せ
ん
か
？

こ
の
よ
う
な
提
案
を
保
険
会
社
や
銀
行
か
ら

受
け
た
こ
と
の
あ
る
お
寺
は
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か 。

保
険
会
社
も
銀
行
も 、

保

険
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
で
手
数
料
が
稼
げ

る
の
で 、

宗
教
法
人
に
目
を
向
け
て
営
業
を

し
て
い
る
の
で
す 。

お
寺
側
に
お
い
て
も 、

将

来
の
退
職
を
見
越
し
て 、

保
険
で
積
み
立
て

る
方
法
は
選
択
肢
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す 。

退
職
金
目
的
の
保
険
と
い
う
の
は 、

「
保

険」

と
「
貯
蓄」

が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る

も
の
で 、

退
職
を
想
定
す
る
年
齢
ま
で
保
険

会
社
に
積
み
立
て
を
し
て
運
用
し
て
も
ら
う

の
で
す 。

そ
う
す
る
と 、

銀
行
利
息
よ
り
も

高
い
利
率
で
運
用
さ
れ
る
こ
と
で 、

将
来 、

解
約
し
た
と
き
に
増
え
て
戻
っ
て
き
ま
す 。

ま
た
そ
の
期
間
中
に
も
し
も
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
場
合
に
は 、

生
命
保
険
金
が
お
り
る

の
で 、

死
亡
退
職
金
と
し
て
遺
族
へ
支
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
こ
の
点
も
退
職
金
規

定
に
盛
り
込
む
と
良
い
で
す） 。

遺
族
に
と
っ

て
は
家
計
か
ら
保
険
料
を
負
担
せ
ず
に
保
険

金
が
も
ら
え
る
の
で
す 。

こ
の
よ
う
に
保
険
と
退
職
金
は
相
性
が
良

い
の
で 、

実
際
に
活
用
し
て
い
る
寺
院
も
多

く
あ
り
ま
す 。

た
だ 、

保
険
と
貯
蓄
は
組
み

合
わ
せ
必
須
と
い
う
わ
け
で
は
な
く 、

退
職

金
を
支
払
う
だ
け
の
預
金
残
高
が
す
で
に
あ

る
お
寺
で
は 、

保
険
は
掛
け
捨
て
タ
イ
プ
で

も
構
い
ま
せ
ん 。

ま
た
保
険
会
社
の
運
用
利

回
り
よ
り
も 、

自
分
で
運
用
し
た
方
が
も
っ

と
増
や
せ
る
と
い
う
方
も 、

保
険
は
掛
け
捨

て
タ
イ
プ
で
良
い
で
し
ょ
う 。

◆

そ
の
他
の
節
税
対
策

今
回
は
大
き
な
控
除
枠
の
あ
る
退
職
金
を

中
心
に
ご
紹
介
し
ま
し
た 。

こ
の
ほ
か
に
も 、

〒
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岡
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講
師
依
頼
承
り
ま
す

教
区
や
青
年
会
な
ど
の
勉
強
会
で 、

僧
侶
目
線
で
会
計
や
税
金
の
解
説
を
し
て

い
ま
す 。

河
村

照
円

（
阿
弥
陀
院
住
職

税
理
士
・

行
政
書
士）

出
張
旅
費
規
定
を
作
成
し
て
出
張
手
当
を
支

給
し
た
り 、

福
利
厚
生
規
定
を
作
成
し
て
人

間
ド
ッ
ク
の
費
用
や
病
気
見
舞
金
を
支
出
し

た
り 、

細
か
い
節
税
方
法
は
存
在
し
ま
す 。

ま
た
若
い
方
で
あ
れ
ば
iD
e
C
o
を
活
用
し 、

実
質
的
に
毎
月
の
貯
金
を
経
費
に
で
き
る
よ

う
な
手
法
も
あ
り
ま
す
し 、
一
一
千
円
で
全
国

の
名
産
品
カ
タ
ロ
グ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
が
楽
し

め
る 、

ふ
る
さ
と
納
税
（
人
に
よ
り
寄
付
上

限
額
が
変
動）

も
あ
り
ま
す 。

今
回
は
誌
面

の
都
合
で
詳
細
ま
で
は
触
れ
ま
せ
ん
が 、

税

金
に
関
す
る
知
識
を
深
め
る
こ
と
で
合
法
的

に
税
額
を
少
な
く
し 、

そ
の
結
果 、

生
活
を

充
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す 。

こ
の
原
稿
を
き
っ
か
け
に
少
し
で
も
税

金
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
け
れ
ば
嬉
し
く
思

い
ま
す 。

墓石・寺院仏具のことなら、笹本石材にお任せください！

俺本6材（株）創業明治三年

石とお仏壇ささもと

麗ロ函�019-148
f-• 

·ぷぶ一応ふ I t'99E3r-i鹿嶋市宮中 1-10-10

·鉛＇’’� 8_0299-82-1548 
返芦至＝

QRコードからホーム
ペ ー ジヘアクセス

できます。

I洵，r-1香取市佐原ホ335-3

ff 04 78- 55-1401 
,99 F' 稲敷市西代1202

巧 0299-78-3301
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今
年
は、

宗
祖
弘
法
大
師
御
生
誕
千
二
百

五
十
年
の
正
当
年
を
迎
え
て、

全
真
言
宗
派

挙
げ
て
報
恩
謝
徳
の
慶
讃
法
要
や
大
行
事
が

修
行
さ
れ
ま
し
た。

私
共
も
総
本
山
長
谷
寺

に
て
（
五
月
十
五
日）

厳
修
さ
れ
た
慶
讃
法

要
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
供
養
の
誠
を
捧
げ
ま

し
た。

大
行
事
を
控
え
た
数
日
前
迄、

私
は

お
大
師
様
の
奇
縁
な
の
か、

長
年
の
想
い
を

果
た
す
べ
く
薫
風
に
吹
か
れ
て、

フ
ラ
ン
ス
・

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
に
在
る
【
光
明
院】

住

職
の
融
快
・
融
仙
師
等
と
実
に
四
十
年
ぶ
り

の
再
会
を
果
た
す
こ
と
が
叶
い
ま
し
た。

去
る
昭
和
五
十
九
年
は
弘
法
大
師
千
百
五
十

年
御
遠
忌
正
当
年
で、

私
が
総
本
山
長
谷
寺

研
修
所
で
修
行
中
の
時、

フ
ラ
ン
ス
【
ギ
メ

東
洋
美
術
館】

で、

今
は
亡
き
先
師
・
田
嶋

隆
純
師
の
功
績
に
応
え
る
弘
法
大
師
御
影
供

法
要
に
参
加
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す。

田

嶋
隆
純
大
僧
正
は
更
に
遡
る
こ
と
五
十
年
前

（
昭
和
九
年）

フ
ラ
ン
ス
「
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学」

に
三
年
間
留
学
し
『
大
日
経
の
研
究』
等
で

博
士
の
学
位
を
取
得
し
世
界
に
”
真
言
密
教“

渡
邊

「
フ
ラ
ン
ス
の
真
言
行
者

『
融
快
・

融
仙
師』
」

真
言
宗
豊
山
派

龍
雲
山

普
門
院

英
雅

を
初
め
て
伝
え
た
偉
大
な
先
徳
で
あ
り、

後

に
『
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
の
父』

と
崇
め
ら
れ
た

方
で
す。

私
は
そ
の
法
要
で
僧
侶
を
目
指
し

て
い
た
融
快
師
等
と
初
め
て
出
逢
い
ま
し
た。

融
快
師
等
は、

豊
山
派
の
青
木
融
光
阿
闇

梨
の
室
に
入
り
「
融
快
・
融
仙」

の
僧
名
を

頂
き
出
家
得
度、

加
行
・
灌
頂
の
過
程
を
成

満
し、

晴
れ
て
真
言
宗
豊
山
派
の
僧
侶
と
な

り
ま
し
た。

彼
等
が
修
行
の
為
に
来
日
し
て

い
た
当
時、

田
代
弘
興
元
狽
下
は、

彼
ら
の

志
を
理
解
し
御
自
坊
に
寄
宿
さ
せ
た
り
様
々

な
支
援
を
さ
れ
ま
し
た。

そ
の
後、

田
嶋
隆

純
師
の
後
継
者
で
あ
る
正
真
寺
の
田
嶋
信
雄

夫
妻
が
熱
心
に
面
倒
を
み
ら
れ
そ
の
他
多
く
の

豊
山
派
の
諸
大
徳
も
支
援
し
て
来
ら
れ
ま
し
た。

融
快
師
等
は、

真
言
密
教
の
法
燈
を
灯
す

べ
く
フ
ラ
ン
ス
に
寺
院
を
建
立
す
る
と
い
う

大
願
を
掲
げ、

東
京
都
内
で
は、

浅
草
雷
門

や
巣
鴨
地
蔵
通
り
等、

日
々
朝
か
ら
晩
ま
で

托
鉢
修
行
を
続
け
ま
し
た。

更
に
真
言
密
教
を
深
く
理
解
す
る
為
に
高

野
山
へ
行
っ
た
り、

生
駒
山
宝
山
寺
貰
主
松
本

実
道
阿
闇
梨
に
教
え
を
求
め
て
【
聖
天
浴
油

法】

を
伝
授
さ
れ
免
許
皆
伝
と
な
り
ま
し
た。

し
か
し、

そ
れ
ら
の
こ
と
で
豊
山
派
で
彼

ら
を
支
援
し
て
い
た
諸
師
の
中
に
は
同
宗
他

派
に
教
え
を
求
め
て
修
行
し
て
い
た
融
快
師

等
に
誤
解
や
疑
念
の
向
き
が
生
じ
た
と
聞
き

及
ん
で
お
り
ま
し
た
が、

私
的
に
は
融
快
師

等
が
お
大
師
様
の
説
か
れ
た
真
言
を
広
く
深

贅
沢一
っ
せ
ず
に
己
を
律
し
且
つ
自
身
の
年

金
と
信
者
か
ら
の
僅
か
な
会
費
で
生
活
を
続

け
て
い
る
事
は
驚
き
で
あ
り
真
似
の
出
来
な

い
稀
有
な
こ
と
で
あ
り
ま
す。

融
快
師
に
教

え
を
乞
い
た
い
と
い
う
人
達
が
い
る
限
り、

そ
の
四
十
年
の
布
教
を
続
け
て
い
る
彼
等
の

歩
み
を
止
め
る
事
は
避
け
た
い
も
の
で
あ
り

ツ

木々に囲まれた敷地にある光明院

く
理
解
す
る
為
”
遍
学“

す
る
過
程
が
必
要

不
可
欠
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す。

（
彼
ら
の
歩
ん
だ
道
と
現
在
の
姿
勢
を
知
る

こ
と
で）

托
鉢
修
行
で
得
た
浄
財
と
私
財
を
投
じ
ブ

ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
農
村
の
片
田
舎
の
農
家
を
買

い
取
り、

土
地
を
整
備
し
百
五
十
年
前
の
牛

舎
と
農
家
を
改
修
し
賛
同
者
と
共
に
多
く
の

汗
を
流
し
て
お
堂
に
改
築。

長
い
年
月
を
掛

け
仏
教
寺
院
の
様
相
を
整
え
な
が
ら
フ
ラ
ン

ス
の
地
で
四
十
年
に
渡
り
真
言
密
教
の
不
断

の
行
（
歓
喜
天
浴
油
法
等）

を
続
け
て
い
る

崇
高
な
修
行
僧
の
姿
が
其
処
に
在
り
ま
し
た。

報 葬1義のすべてを 1言顆と実績のあ＿る
老舗（創業明治元年）の吉社へ安ヽとし、てお 1壬せください。

言名r.`

事前（生前）打ち合わせ無科 、叩謁•

［葬祭場報恩殿言謬霊05闊J

昧齊藤聾云元；ネ土
水戸市東台1-12-16 FAX029-221-3794 

TEL029-221-3630 
http ://www.hougensya.com
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第44号 県仏会報 茨城佛教

※
文
中
の
Q
R
コ
ー
ド
を
携
帯
等
で
読
み
込

み、

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
ご
覧
下
さ
い。

動
画
を
五
ヶ
国
語
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
ご

覧
頂
け
ま
す。

日本語

スペイン語

鵬田嶋隆純大僧正

フランス語

英語

んさ子弟お而月仙融退渡而月快融らヽ力左

次
世
代
の
人
が
フ
ラ
ン
ス
光
明
院
の
「
継

承」

と
「
継
続」

の
課
題
を
き
っ
か
け
に
世

界
中
で
【
真
言
密
教】

弘
法
大
師
の
教
え
を

学
ぶ
状
況
に
な
る
事
を
祈
っ
て
止
み
ま
せ
ん。

金
剛
合
掌

ま
す。

宗
教
に
真
摯
に
取
り
組
む
こ
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
中
で
真
言
宗
の
灯
を
消
す
こ
と
は

非
常
に
惜
し
い
こ
と
で
す。

伊
藤

雄弁札所木札

「『
観
音
開
帳』

ー

猿
島
阪
東
観
音
霊
場

—」

真
言
宗
智
山
派

自
性
院

満
開
の
桜
の
花
や
五
色
の
吹
き
流
し、

多

く
の
人
で
賑
わ
う
境
内
に
煙
た
い
く
ら
い
の

線
香
の
煙
…。

や
っ
と
物
心
が
つ
い
た
く
ら
い
の
遠
い
記

憶
の
中
に、

な
ぜ
か
鮮
や
か
に
残
っ
て
い
る

光
景
が
あ
り
ま
す。

『
猿
島
阪
東
観
音
霊
場』

は
享
保
十
年
真

言
宗
豊
山
派
萬
蔵
院
の
五
十
二
世、

雄
弁
（
お

う
べ
ん）

上
人
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
ま
し
た。

ご
開
帳
は、

午
年
が
多
い
観
音
霊
場
の
中
で

唯一
巳
年
毎、

十一一
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る

地
方
霊
場
で
す。

札
所
は、

千
葉
県
の
関
宿

か
ら
始
ま
り
旧
猿
島
阪
東
地
区
を
中
心
に
設

け
ら
れ
て
い
ま
す。

開
創
に
際
し
雄
弁
上
人

が
札
所
の
番
号
を
記
し
て
各
札
所
に
納
め
た

位
牌
状
の
五
輪
木
札
も
貴
重
な
資
料
と
し
て

一
部
の
札
所
に
現
存
し
て
い
ま
す。

善
典

ご 開 帳

三
月
か
ら
四
月、

春
爛
漫
の
ひ
と
月
が
開

帳
期
間
で、

ご
開
帳
が
近
づ
く
と
各
札
所
で

は、

御
朱
印
所
の
設
置
や
供
養
塔
の
ほ
か
参

拝
者
を
楽
し
ま
せ
る
人
形
飾
り
等
の
準
備
に

追
わ
れ
ま
す。

十
二
年
に
一
度
ま
た一
ヶ
月
限
定
の
開
催

と
あ
っ
て、

全
て
の
札
所
を
巡
っ
た
年
配
の

巡
拝
者
は、

結
願
時
に
ひ
と
き
わ
深
い
感
慨

を
覚
え
る
よ
う
で
す。

開
創
三
百
年
に
当
た
る
今
回
の
令
和
七
年

の
ご
開
帳
ま
で、

あ
と
一
年
と
な
り
ま
し
た。

多
く
の
善
男
善
女
を
十
二
年
ぶ
り
に
迎
え
ら

れ
る
こ
と
を
感
謝
し、

役
員
さ
ん
と
共
に
準

備
を
進
め
よ
う
と
思
い
ま
す。

は せがわ
つなぎます。心と、いのちと、人。

女会報誌をご持参の上、1ませがわ茨城県内店鋪にてお仏壇をご構入の方に限I入特捌割引価格にてご構入いただけます。

•水戸バイパス店 ・流lIl沖店 ・勝川店 ・守谷店 ・イーアスつくば店
オく戸IゞイIゞス店 電話 0120-724-150 
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第44号 県仏会報 茨城佛教

京成百貨店9階レストラン街のご案内 1

’’ヽ戸一和食米壽はなれ 座席数： 150席

峨さ令 謳言圏

勝田駅前の繁盛店「かまど飯・ 酒肴米硲」の2号店が
京成百貨店レストラン街にNEW OPEN。薫り；；；；い藁焼
きや、食材の旨味を引き出す原始焼き、5つ星お米マイス
ター厳選米の炊きたてご飯等、こだわりの逸品を提供し
ます。
TEL.029-291-6720（直通）
終日全席禁煙

妻家房 SAIKABO 座席数： 72席

2ぷ泣謳畠
四

新宿区四谷に本店を構える韓国料理店「妻家房」。
料理研究家“柳香姫 ’'が素材1ここだわり、手法にこだわ
り、守り続けたオモニ（お母さん）伝統の味。手間を惜しま
ず作るからこそ美味しい、そして、からだにやさしい韓国旬
彩料理です。

TEL.029-302-5108（直通）
終日全席禁煙

戸一オイスターパーエイスシーオイスターバー 座席数： 42席

、

回国塁oYSTER 堕囚閃
Bar 國園

世界各地から厳選した新鮮で安全な生牡蝸を一年中
楽しめる、スタイリッシュなカジュアルダイニング。
名物料理の「ガンポ」をはじめ、サラダ・パスタなどシー

フード料理の数々もご用意しております。特製ソースで
旬の牡蠣をお楽しみください。

TEL.029-302-5037 （直通）
終日全席禁煙

屯コー寿司•海鮮飛勘水産鮨 ー 華i 座席数： 70庸

熊-f霜言冒
魚を知り尽くした魚屋だから、素材に絶対の自信あり。
本鮪を中心に日本の旨い魚と地元茨城の米にこだわ
り、熟練の職人が握る安心安全な「王道の鮨」。
余分な手を加えず、本来の味を楽しんでいただけるよう、
自然の恵みをご提供いたします。

TEL.029-303-8717 （直通）
終日全席禁煙

＜ーグウエスタン牧場 座席数： 70席一叫豆�常陸の和食別邸世田谷 座席数： 80席

”ェスタン牧場 冒詈
創業100年以上のステノグループ。自社工場を持ち、こ
だわりのハンバーグやステーキをご提供いたします。また、
店長自ら収穫するこだわりの地元農家直送サラダバーも
自慢のひとつ。ウエスタン調のアメリカンな雰囲気の中で
お食事をお楽しみください。
TEL.029-302-5141 （直通）
終日全席禁煙

烹門芯池心冒謬
茨城を代表する最高級【常陸牛】の最高級ランクA5にこ
だわった常睦牛極上すき焼御膳。毎日店内で精米する希
少なお米【いのちの壱lをすべてのメニューに使用してい
ます。すき焼き以外のお食事メニュー・古酒も含めレアな
日本酒も取り揃えております。完全個室ですので他の目を
気にせず大切な方との特別な時問をお過ごしください。
TEL.029-232-8422 （直通）
終日全席養煙

座席数： 96席 �そば・うどん・天ぷら常陸秋そば泉， 座席数： 84席

一繋山昌認凹
京成ホテルの本格中国料理です。
落ち活きと華やかさをあわせもつインテリア、古典と現代
をやさしく調和させた、中国料理をお楽しみください。

TEL.029-302-5105 （直通）
終日全席禁煙

令常陸厨は泉目認
当店のお蕎麦は、茨城県の常陸秋そばを使用しており
ます。ご注文を受けてから調理をし、そばは茄でたて、天
ぶらは揚げたてをご提供いたします。
干波湖周辺の水戸の棗色を眺めながら美味しい常陸
秋そばをご堪能ください。
TEL.029-297-2110（直通）
終日全席禁煙

座席数： 88席 �こだわりとんかつあぢま 座席数： 64席

Groovy 冒認
多くのファンを獲得した地元で好評のイタリアンの人気
店。
オリジナルの豊富なメニューとあふれるポリューム、こだわ
りのケーキやパフェも充実していることから、多くの女性か
ら圧倒的支持を受けております。
TEL.029-302-5555（直通）
終日全席禁煙

：此コ迅：一甘味・食事処爾渭5茶；房 座席数： 56席

比 豆区l四
廂布苔底 巨石""".... 

る已東京生まれの本格的甘味・食事処「麻布茶房」。
和の雰1!11気を現代風にアレンジし、アンティークを施した
落ち茫きある店内で、バラエティに宮んだメニューから和
風スイーツとお食事を、心ゆくまでお楽しみください。

TEL.029-232-9070（直通）
終日全席禁煙

心—•姦ー ◎囚巴l
沢主。 国圏西

茨城県産の銘柄豚ローズポークを使った安心で安全な
豚肉。素材の旨みを生かす為に塩でいただくのがあぢま
流。バン粉や水にこだわり、美味しいお米は地元茨城か
らのI着1)物。体に優しいとんかつをご賞味ください。

TEL.029-302-5067 （直通）
終日全席禁煙

～バンケットルームのご案内～
ご宴会・ご会合・各種バー ティに、本格派レストランの味を。

お料理は、和食・洋食・中国・韓国の多彩な11店舗の
メニューの中から、ご予算に合わせてお選びいただけます。

結婚式の二次会など立席パーティご利用として。 法事・

I樹謳饂編l

豆ぉ子様安心対応 ビJ車椅子可 履圃個室有 厄目ぉ座敷有 ：〇お酒有 厄訃ご予約可 艮〇パーティー・ 宴会可 ogテイクアウ ト
※お酒は、各店ご用意しております。※お席のご予約は各店承っております。

いいものいいこと·いつもいつばい

KEISEl 界璧聾犀芯―とでこ竺竺i1Cコ 謳
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き
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＇
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心
が
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今
日
の
し
あ
わ
迂

今
日
を
生
き
抜
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顧
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を

仏
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救
い
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ほ
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今
ま
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何
気
な
＜

望
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し
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い
た

f,

1

9
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わ
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を
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を
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合
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＂
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生
か
さ

れ
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い
る
感
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押
め
る
よ
う
に
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11

の

一
戻
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ぬ

雲
を
追
い
求
め
る
時

＂
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麟

な
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と
で
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る
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第44号

「オビーー ンズル！」

県仏会報 茨城佛教

《 おびんずるさま 》 PlOO号油彩

（賓頭薩尊者）

子供の頃、 大人の人に首を両手で挟まれ、 ぶら下げられながら、 こう言われました。 意味を聞いたら、 「お
まえが、 健康で、 元気いっぱい、 すくすくと育ちますようにと願うんだよ！」とのことでした。 皆さんは
こんな経験ありましたか？

長野善光寺の盗難事件でも有名になりましたが、 「おびんずるさま」は、 もともとお釈迦様の弟子で、 十
び ん ず る は ら だ

六羅漢の一 人です。 正しくは 「賓頭鷹頗頗羅堕」と言い、 説法に優れましたが、 しばしば神通力を弄んだ
ため、 お釈迦様から叱責を受け、 仏滅後の衆生救済を命じられました。 このことから、 「撫で仏」として、
この像を撫でて御利益を得ながら、 悪病を除き、 病気平癒を願うようになりました。 自坊のおびんずるさ
まは、 撫でられ削られてこのような尊いお姿です。 あるお参りの方がこの像に感動して次の歌を詠みました。
【我が身体 細る痛みの つらさより 世の人々の 病救わば】 合 掌

文・画 浄土宗 菊蓮寺 安西 仁人
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令和 6 年 3 月 1 日発行 県仏会報

＿
二
月

各
宗
派
青
年
会
長
等
懇
談
会
＇

各
宗
派
布
教
師
会
会
長
等

懇
談
会

二
月

十
＿

月
十
月

震
災
お
見
舞
い

令
和
六
年
一

月
一

日
に
発
生
し
た

能
登
半
島
地
震
に
よ
り、

犠
牲
と
な

ら
れ
た
方
々
に
お
く
や
み
を
申
し
上

げ
る
と
と
も
に、

被
災
さ
れ
た
す
べ

て
の
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し

上
げ
ま
す。

県
仏
研
修
会

シ
ャ
ー
ラ
サ
ン
ガ
懇
談
会

全
仏
新
年
懇
親
会

全
仏
懇
話
会
・

懇
談
会

八
月

茨
城
県
主
催

戦
没
者
慰
霊
式
典

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

県
仏
教
会
総
会

四
月

茨城佛教

9、.

9 )  -� 

令
和
六
年
一

月
十
九
日

茨
城
県
仏
教
会

会
長

岸
野

第44号

弘
経
寺
は
応
永
二

十
一

年
(
-

四

一

四
）

嘆
誉
良
肇
上
人
に
よ
り

創
建

さ
れ、

室
町
時
代
に
は
関
東
浄
土
宗

の

中
心
的
寺
院
と
し
て

栄
え、

多
く

の

学
僧
を
世
に

送
り
出
し
ま
し
た。

戦
国
末
期
の

天
正

年
間
に
は
兵
火
に

よ
り
堂
塔
一

切
を
失
い
ま
し
た
が、

徳
川
家
康
公、

秀
忠
公
の

戒
師
も

勤

め
た
十
世
了
学
上
人
は
千
姫
（
天
樹

院）

様
の

深
い

帰
依
を
受
け
て

伽
藍

を
再
建
し
、

そ
の

菩
提
寺
に

定
め
ら

れ
ま
し
た。

そ
の

後
は
紫
衣
檀
林
と

し
て

関
東
十
八
檀
林
の

中
で
も
上

位

に

置
か
れ
る

寺
院
と
な
り
、

江
戸
期

を
通
じ
て
存
続
し
て
い
ま
す。

天
樹
院
様
の

没
後
に
は
そ
の

御
殿

が
江
戸
城
北
の

丸
か
ら

移
築
さ
れ、

家
康
公
御
神
像
の
ほ
か
「
紫
龍
石
の

硯」

や
「
五

条
袈
裟」

な
ど
の

遺
愛

の

品
々
と

共
に

安
置
さ
れ
ま
し
た。

こ
の

壮
麗
な
伽
藍
は
残
念
な
が
ら

明

治
期
の

火
災
に
よ
り
焼
失
し
て
し
ま

い
ま
し
た
が、

天
樹
院
様
が
お

建
て

下
さ
っ

た
本
堂
の
内
陣
は
残
り、

今
も

眼
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す。

な
お、

浄
土
宗寿

亀
山
天
樹
院
弘
経
寺

巻
頭
写
真
寺
院

天樹院御廟前に広がる曼珠沙華 祐天上人縁の名号桜と本堂

欄
問
に

掲
げ
ら
れ
た
寺
号
を
記
し
た

扁
額
は、

天
樹
院
様
直
筆
と

伝
え
ら

れ
て
い
ま
す。

茨城県仏教会
●本 部（城里町徳蔵寺）

会長：岸野 教司
住所：東茨城郡城里町徳蔵874番地
電話：0296-88-3037

●事務局（坂東市長谷寺）
事務局長：倉持 達哉
住所：坂東市長谷1850-1

電話：0297-36-8255

襲
https://www.ibaraki-bukkyou.com/ 

Ma i l : i nfo@ ibarak i-bukkyou.com 

会
報
『
茨
城
佛
教』

第
四
十
四
号
の
発
行
に

際
し、

各
宗
派
の
皆
様、

協
賛
企
業
の
皆
様
に

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す。

昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍

か
ら
日
常
に
戻
り、

各
宗
派、

寺
院
に
お
い
て

様
々
な
活
動
が
再
開
さ
れ
ま
し
た。

お
陰
様
で

今
回
活
動
報
告
等、

多
く
の
投
稿
が
あ
り、

紙
面
も
賑
や
か
と
な
り
ま
し
た。

改
め
て
日

常
の
有
り
難
さ
を
実
感
し
た
次
第
で
す。

さ
て、

今
号
を
も
っ
て
我
々
広
報
部
は
じ
め

茨
城
県
仏
教
会
役
員
は
任
期
満
了
と
な
り
ま

す。

会
長
を
は
じ
め
役
職
者、

理
事
の
皆
様
に

は
寺
院
運
営
の
傍
ら
で
忙
し
い
中、

広
報
委
員

会
に
お
集
ま
り
頂
き、

忌
憚
な
い
ご
意
見、

ご

助
言
を
賜
っ
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま

す。

来
年
度
か
ら
新
体
制
に
交
代
い
た
し
ま
す

が、

県
内
寺
院
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
引

き
続
き
茨
城
県
仏
教
会
へ
の
ご
協
力
を
賜
わ
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す。

合
掌

(24)




