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浄
泉
寺
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第　3　号

　
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
輝
か
し
い
新

春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
喪
中
に
て
新
年
を
迎
え
ら

れ
ま
し
た
ご
家
庭
に
は
、
本
年
が
よ

い
年
と
な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
更
に
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
日
頃

よ
り
浄
泉
寺
の
護
持
等
に
格
別
の
ご

高
配
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
、
年

頭
に
あ
た
り
改
め
て
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　
昨
年
は
、こ
の
寺
報
の
発
刊
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
。
そ
し
て
、
花
祭

り
と
送
り
盆
の
二
回
の
音
楽
イ
ベ
ン

ト
の
実
施
な
ど
、
新
た
な
寺
院
運
営

の
基
本
を
「
地
域
と
檀
信
徒
の
皆
様

と
の
交
流
を
大
切
に
す
る
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
づ
く
り
」
と
し
て

取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
た
、
檀
信
徒

の
皆
様
の
心
の
安
ら
ぎ
の
場
づ
く
り

と
し
て
は
、
御
詠
歌
講
の
充
実
、
坐

禅
会
や
写
経
会
の
開
催
を
毎
月
い
た

し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
め

て
の
試
み
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必

ず
し
も
十
分
と
は
言
え
ず
、
特
に
坐

禅
会
は
、
日
曜
日
の
早
朝
と
い
う
こ

と
も
あ
り
参
加
者
が
少
な
い
の
が
実

情
で
あ
り
ま
し
た
。
働
く
若
い
人
た

ち
に
も
参
加
で
き
る
よ
う
に
と
日
曜

日
に
し
た
の
で
す
が
、
日
曜
日
は
、

ゆ
っ
く
り
休
み
た
い
と
の
意
見
も
あ

り
、
時
間
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討

し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
是
非
こ

の
よ
う
な
寺
の
取
り
組
み
に
積
極
的

に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
ま
た
様
々
な

ご
意
見
を
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま

す
。

　
さ
て
、
本
年
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
昨
年
に
引
き
続
き
幾
つ
か

の
反
省
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
同
様

の
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
音
楽
等
の
イ
ベ

ン
ト
は
、
四
月
の
花
祭
り
、
お
盆
の

万
燈
会
そ
し
て
秋
の
観
月
会
等
三
回

く
ら
い
実
施
し
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
そ
の
節
は
ご
案
内
申
し
上
げ

ま
す
の
で
是
非
と
も
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

　
更
に
本
年
は
秋
に
浄
泉
寺
ゆ
か
り

の
寺
で
あ
る
小
田
原
の
大
雄
山
最
乗

寺
開
基
六
〇
〇
年
大
遠
忌
が
予
定
さ

れ
て
お
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
一
泊
二

日
の
参
拝
旅
行
な
ど
も
計
画
す
る
予

定
で
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
も
是
非
ご

参
加
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
祠
堂
整
備
に
つ
き
ま
し
て

は
、
永
年
の
風
雪
に
よ
り
、
本
堂
の

屋
根
瓦
の
葺
き
替
え
の
必
要
が
生
じ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
の
実
施
を

予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　
お
わ
り
に
、
ご
家
族
様
の
皆
様
の

ご
健
勝
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
住
　
　
職
　
　
合
　
掌

当面の行事等

１月　１日　檀信徒初詣　

        午前９時から午後４時まで

１月　８日～９日　

　　浄泉寺本寺　大雄院（日立市） 開山忌

１月１１日　総代・世話人会　午前１１時３０分

２月１５日　涅槃会（お釈迦様の忌日法会）

　　　　　　

３月１８日～２4日　春彼岸会

４月１０日　降誕会（お釈迦様の誕生日・花祭り）

午前１０時　本堂　イベント実施（後日お知らせ )

　※　お子様方をつれて、甘茶をかけにおいでく　

　　ださい。夕方までお参りができます。お子様　

　　にはお菓子などを用意します。
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瑩 山 禅 師 と 総 持 寺

持
し
て
い
ま
す
。

　
鶴
見
の
総
持
寺
の
あ
る
場
所
は
、

永
平
寺
と
違
っ
て
国
際
都
市
横
浜
の

丘
陵
地
帯
で
あ
り
ま
す
。
山
の
永
平

寺
に
対
し
て
街
の
総
持
寺
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
両
大
本
山
の
性
格
と
使

命
が
、
対
象
的
な
好
一
対
と
し
て
、

よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。

　
主
要
な
建
物
は
、
山さ

ん
も
ん門

・
仏ぶ

つ
で
ん殿

・

法は
っ
と
う堂

・
僧そ

う
ど
う堂

・
庫く

い
ん院

・
浴よ

く
し
つ室

・
東と

う
す司

の
い
わ
ゆ
る
七し

ち
ど
う
が
ら
ん

堂
伽
藍
で
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
内
、
法
堂
は
、
総
持
寺

の
場
合
太た

い
そ
ど
う

祖
堂
と
呼
ん
で
、
独
特

で
あ
り
ま
す
。
間
口
五
四
・
五
㍍
、

奥
行
き
四
七
・
二
㍍
、
地
上
・
地
下

各
一
階
、
床
面
積
六
、六
一
一
平
方

㍍
、
畳
数
千
枚
、
地
盤
か
ら
棟
の
上

端
ま
で
三
六
㍍
と
い
う
大
伽
藍
で

あ
り
ま
す
。
他
に
伝で

ん
と
う
い
ん

灯
院
（
瑩
山

禅
師
御
廟
）、
放ほ

う
こ
う
ど
う

光
堂
（
檀
信
徒
の

位
牌
を
ま
つ
る
堂
）、
常

じ
ょ
う
し
ょ
う
で
ん

照
殿
（
檀

信
徒
の
納
骨
堂
）、
御ご

れ
い
で
ん

霊
殿
（
後
醍

醐
天
皇
、
南
朝
八
代
の
天
皇
を
お
ま

つ
り
す
る
。）、
紫し

う
ん
た
い

雲
台
（
住
持
が
全

国
の
寺
院
住
職
や
檀
信
徒
、
貴
賓
と

公
式
に
面
接
す
る
部
屋
）、
跳

ち
ょ
う
り
ゅ
う
し
つ

竜
室

（
住
持
が
賓
客
と
接
見
す
る
部
屋
）、

天て
ん
し
ん
か
く

真
閣
（
客
殿
）、待た

い
ほ
う
か
ん

鳳
館
（
客
間
）、

三さ
ん
し
ょ
う
か
く

松
閣
（
檀
信
徒
の
研
修
道
場
）、

衆し
ゅ
り
ょ
う

寮
、
勅ち

ょ
く
し
も
ん

使
門
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

大本山総持寺開祖　瑩山禅師

大本山総持寺太祖堂

　
瑩
山
禅
師

大
本
山
総そ

う

じ

じ

持
寺

開
祖
瑩け

い
ざ
ん
ぜ
ん
じ

山
禅
師

様
（
一
二
六
八
年

～
一
三
二
五
年
）

は
、
曹
洞
宗
開
祖

道ど
う
げ
ん
ぜ
ん
じ

元
禅
師
の
示
寂

後
、
お
よ
そ
十
五

年
、
鎌
倉
時
代
の
末

期
に
越
前
で
生
ま
れ

ま
し
た
。
瑩
山
禅
師

は
、
道
元
禅
師
か
ら

第
四
代
目
の
祖
師

で
、
そ
の
師
は
永
平

寺
第
三
代
大だ

い
じ
ょ
う
じ

乗
寺
開

山
義ぎ

か
い
ぜ
ん
じ

介
禅
師
。
そ
の

ま
た
師
が
、
永
平
寺

第
二
代
道
元
禅
師
の

最
高
弟
懐え

じ
ょ
う
ぜ
ん
じ

奘
禅
師
で

あ
り
ま
し
た
。

　
瑩
山
禅
師
は
、
永

平
寺
の
ふ
も
と
多た

ね禰

と
い
う
村
で
生
れ
、

父
は
了

り
ょ
う
か
ん
じ
ょ
う
ざ

閑
上
座
、
母

は
懐え

か
ん
だ
い
し

観
大
姉
で
あ
る

と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い

で
詳
し
い
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。
し
か
し
祖

母
は
明み

ょ
う
ち
う
ば
い

智
優
婆
夷
と
い
い
、
道
元
禅

師
が
中
国
か
ら
帰
国
後
、
京
都
の
建

仁
寺
に
仮
遇
し
て
い
た
こ
ろ
の
女
性

の
弟
子
で
あ
り
、
い
わ
ば
祖
母
を
通

じ
て
道
元
禅
師
と
は
仏
縁
が
あ
っ
た

わ
け
で
、
強
い
宿
縁
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。

　
母
と
祖
母
は
、
共
に
熱
烈
な
観
音

信
者
で
あ
り
、そ
の
感
化
も
あ
っ
て
、

建
治
元
年
、
八
歳
の
時
、
祖
母
に
手

を
引
か
れ
、
永
平
寺
第
三
世
義
介
禅

師
の
も
と
で
出
家
得
度
し
て
弟
子
と

な
り
ま
し
た
。更
に
十
三
歳
の
と
き
、

義
介
禅
師
の
勧
め
で
懐
奘
禅
師
の
最

後
の
弟
子
に
も
な
り
ま
し
た
。
し
た

が
っ
て
道
元
禅
師
と
は
、
面
識
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
禅
師
の
高
弟
二
人
と

深
い
仏
縁
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
二
十
二
歳
の
と
き
、
義
介
禅
師

に
従
っ
て
永
平
寺
を
去
り
、
加
賀
の

大
乗
寺
に
移
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
ひ

た
す
ら
坐
禅
修
行
の
日
々
を
重
ね

二
十
七
歳
の
こ
ろ
「
平へ

い
じ
ょ
う
し
ん
こ
れ
ど
う

常
心
是
道
」

と
い
う
禅
の
公
案
（
課
題
）
を
学
ん

で
い
る
と
き
、つ
い
に
悟
り
を
開
き
、

義
介
禅
師
か
ら
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
平
常
心
是
道
と
は
、平
常
の
心（
あ

り
の
ま
ま
、
素
直
な
心
）
こ
そ
仏
道

の
真
髄
で
あ
り
、
こ
の
心
無
く
し
て

本
当
の
幸
せ
は
無
い
と
い
う
こ
と
。

　
二
十
六
歳
で
阿
波
の
国
に
城じ

ょ
う
ま
ん
じ

万
寺

を
開
き
、多
く
の
弟
子
に
戒
を
授
け
、

そ
の
後
三
十
五
歳
で
義
介
禅
師
の
開

い
た
大
乗
寺
第
二
世
の
住
職
と
な

り
、「
伝で

ん
こ
う
ろ
く

光
録
」
や
「
坐ざ

ぜ
ん
よ
う
じ
ん
し
ゅ
う

禅
用
心
集
」

な
ど
を
著
し
ま
し
た
。

　
続
い
て
四
十
六
歳
の
と
き
、
能

登
（
羽は

く

い

し

咋
市
）
に
永よ

う
こ
う
じ

光
寺
を
開

き
、「
瑩け

い
ざ
ん
お
し
ょ
う
し
ん
ぎ

山
和
尚
清
規
」
を
制
定
し
、

「
洞と

う
こ
く
き

谷
記
」
を
記
録
し
、
ま
た
多
く

の
弟
子
た
ち
を
育
て
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
五
十
七
歳
で
能
登
（
輪

島
市
）
に
総
持
寺
を
開
き
ま
し
た
。

総
持
寺
は
、
そ
の
後
、
曹
洞
宗
教
団

の
飛
躍
的
発
展
の
根
拠
地
と
な
り
天

下
を
席
巻
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま

す
。
そ
の
礎
は
、
瑩
山
禅
師
に
よ
っ

て
築
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
正
中
二
年
（
一
三
二
五
年
）、
総

持
寺
を
弟
子
の
峨が

さ
ん
ぜ
ん
じ

山
禅
師
に
一
任
し

永
光
寺
に
帰
り
、
数
え
五
十
八
歳
で

示
寂
し
ま
し
た
。

　
大
本
山
　
総
持
寺

　
開
山
は
、
瑩
山
禅
師
。
元げ

ん
こ
う亨
元

年
（
一
三
二
一
年
）
真
言
宗
の

定じ
ょ
う
げ
ん
ご
ん
り
っ
し

賢
権
律
師
か
ら
諸も

ろ
お
か岳

観
音
堂
を

寄
進
さ
れ
、
寺
号
を
山
号
に
改
め
、

諸し
ょ
が
く
さ
ん

岳
山
総
持
寺
と
称
え
て
、
禅
院
と

し
ま
し
た
。
も
と
は
石
川
県
輪
島
市

に
あ
り
ま
し
た
が
、
明
治
三
十
一
年

（
一
八
九
八
年
）
に
焼
失
し
た
た
め
、

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）、
横

浜
市
鶴
見
区
に
移
転
し
ま
し
た
。
寺

域
は
約
三
十
万
平
方
㍍
で
、
数
十
の

甍
が
建
ち
な
ら
び
多
く
の
修
行
僧
を

擁
し
て
い
ま
す
。

　
石
川
県
の
旧
址
は
、
間
も
な
く
復

興
さ
れ
、
総
持
寺
祖
院
と
称
し
、
瑩

山
禅
師
の
祖
廟
と
し
て
の
面
目
を
堅
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か
か
ら
れ
た
の
で
す
。
あ
る
い
は
赤

痢
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
も
苦
痛
を
こ
ら
え
な
が
ら
、
阿

難
た
ち
の
助
け
を
借
り
て
や
っ
と
ク

シ
ー
ナ
ガ
ラ
に
入
ら
れ
た
釈
尊
は
、

マ
ツ
ラ
族
の
ウ
パ
ヴ
ァ
ッ
タ
ナ
の

サ
ー
ラ
の
樹
林
に
入
ら
れ
ま
し
た
。

「
阿
難
よ
、
私
の
た
め
に
サ
ー
ラ
双

樹
（
沙
羅
双
樹
）
の
間
に
、
頭
を
北

に
向
け
て
床
を
敷
き
な
さ
い
。
私
は

疲
れ
た
。
横
に
な
ろ
う
」
と
床
を
敷

か
せ
、「
こ
の
世
で
常
住
な
る
も
の

は
何
も
な
い
。
こ
れ
が
世
の
す
が
た

な
の
だ
か
ら
、
精
進
し
て
早
く
生
死

の
苦
悩
か
ら
解
脱
し
な
さ
い
」
と
最

後
の
教
え
を
弟
子
達
に
告
げ
ら
れ
、

右
脇
を
下
に
し
、
足
を
重
ね
て
横
に

な
り
、
禅
定
に
入
ら
れ
た
ま
ま
、
涅

槃
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
時
、
ま
さ
に

二
月
十
五
日
の
夜
半
で
し
た
。

　
付
き
従
う
人
た
ち
の
悲
し
み
と
歎

き
は
、
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
。

仏
典
に
は
「
そ
の
時
、
大
地
が
震
動

　
お
釈
迦
様
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ふ
も

と
カ
ピ
ラ
城
に
お
生
ま
れ
に
な
り
、

二
十
九
歳
で
出
家
し
、
三
十
五
歳
で

悟
り
を
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

四
十
数
年
間
、
ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
を

中
心
に
、
北
イ
ン
ド
の
町
か
ら
村
へ

と
教
え
を
説
き
歩
か
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
す
で
に
八
十
歳
を
迎
え
ら
れ
た

お
釈
迦
様
は
、
自
ら
の
最
期
の
と
き

が
近
づ
い
た
こ
と
を
察
し
、
商
業
都

市
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
の
町
か
ら
最
後

の
地
ク
シ
ー
ナ
ガ
ラ
へ
向
か
う
た
め

に
、ガ
ン
ジ
ス
河
を
渡
ら
れ
ま
し
た
。

　
や
が
て
ク
シ
ー
ナ
ガ
ラ
の
近
く
の

パ
ー
ヴ
ァ
の
町
に
来
ら

れ
た
釈
尊
は
、
そ
こ
で

鍛
冶
工
の
チ
ュ
ン
ダ
か

ら
茸
の
供
養
を
受
け
ら

れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

そ
の
す
ぐ
後
で
、
激
し

い
下
痢
を
伴
う
重
病
に

　
涅ね

は
ん
え

槃
会

し
、
人
々
の
身
の
毛
が
よ
だ
ち
、
天

上
で
は
自
然
の
音
楽
が
鳴
っ
た
」
と

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
二
月
十
五
日
に
「
涅
槃

会
」
法
要
を
営
み
、
お
釈
迦
様
の
偉

徳
を
讃
え
る
の
で
す
。

　
こ
の
行
事
に
は
「
涅
槃
図
」
を
掲

げ
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
人
間
だ
け
で

な
く
、
鳥
や
獣
、
虫
に
至
る
ま
で
が

涅
槃
に
入
ら
れ
た
釈
尊
の
回
り
に
集

ま
り
、
歎
き
悲
し
ん
で
い
る
様
子
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。

「
涅
槃
」
と
い
う
言
葉
は
梵
語
の
「
ニ

ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
の
音
訳
で
、
元
、
吹

き
消
す
と
い
う
意
味
で
す
。
す
な
わ

ち
、
迷
い
や
煩
悩
の
炎
を
吹
き
消
す

こ
と
で
、
も
は
や
悩
み
も
苦
し
み
も

な
い
世
界
に
入
る
こ
と
で
す
。

　
降ご

う
た
ん
え

誕
会
（
花
ま
つ
り
）

　
降
誕
会
と
は
お
釈
迦
さ
ま
が
お
生

ま
れ
に
な
っ
た
日
で
、
仏
生
会
、
灌

仏
会
な
ど
と
も
い
い
ま
す
。ま
た「
花

祭
り
」
と
い
う
名
で
も
親
し
ま
れ
て

お
り
ま
す
。

　
イ
ン
ド
、
カ
ビ
ラ
国
の
浄
飯
王
の

后
、
マ
ヤ
夫
人
は
四
月
八
日
の
朝
、

釈迦涅槃図（浄泉寺蔵）

今
を
盛
り
と
咲
き
誇
る
無
憂
樹
の
花

の
も
と
で
王
子
を
お
産
み
に
な
り
ま

し
た
。

　
花
御
堂
と
い
う
の
は
こ
の
花
園
を

か
た
ど
っ
た
も
の
で
す
。
ま
た
甘
茶

を
誕
生
仏
に
そ
そ
ぐ
の
は
、
お
釈
迦

さ
ま
が
誕
生
さ
れ
た
時
、
天
か
ら
龍

王
が
下
っ
て
清
浄
な
甘
雨
を
そ
そ

ぎ
、
洗
い
浄
め
た
と
い
う
故
実
に
ち

な
ん
で
い
ま
す
。

　
毎
年
四
月
八
日
、
お
釈
迦
さ
ま
の

誕
生
日
を
お
祝
い
す
る
た
め
に
、
花

御
堂
を
飾
り
、
甘
茶
を
容
れ
た
甘
露

盤
の
中
に
「
誕
生
仏
」
を
安
置
し
、

小
さ
な
柄
杓
を
備
え
、
お
像
の
頭
上

よ
り
甘
茶
を
か
け
て
お
祝
い
す
る
の

で
す
。

　
昔
か
ら
仏
像
を
灌
仏
す
る
功
徳
は

広
大
で
あ
る
と
さ
れ
、
早
く
よ
り
イ

ン
ド
・
中
国
で
行
わ
れ
、
日
本
で
は

推
古
天
皇
十
四
年
（
六
〇
六
）
元
興

寺
で
行
わ
れ
た
の
が
灌
仏
会
の
起
源

と
い
わ
れ
ま
す
。
後
に
恒
例
の
儀
式

と
な
り
、
宮
中
や
全
国
の
寺
院
で
そ

れ
ぞ
れ
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。

　
ま
た
甘
茶
は
本
式
に
は
香
湯
を
用

い
、
桃
・
李
・
松
・
柏
・
柳
の
五
木

に
、
香
木
（
白
壇
、
沈
香
の
類
）
を

加
え
て
煎
じ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
香
湯
を
作
る
の
は
大
変
手

間
が
か
か
る
上
、
飲
み
も
の
に
は
適

さ
な
い
の
で
、
昔
の
僧
が
工
夫
し
、

灌
仏
の
あ
と
参
詣
者
が
こ
れ
を
頂
く

と
こ
ろ
に
花
祭
り
の
無
量
の
意
義
を

感
じ
、
甘
茶
で
代
用
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
甘
茶
と
い
っ
て
も
お
茶
の
種
類
で

は
な
く
、山
ア
ジ
サ
イ
の
一
種
で
す
。

生
の
葉
は
苦
く
て
甘
み
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
八
月
こ
ろ
に
葉
を
採
り
、
一

晩
ね
か
せ
、
ム
シ
ロ
に
広
げ
て
、
よ

く
揉
み
あ
げ
て
陰
干
し
に
す
る
と
甘

味
が
出
て
、
甘
茶
に
な
る
の
で
す
。

　
甘
茶
に
甘
み
を
増
す
た
め
に
、
漢

方
薬
の
カ
ン
ゾ
ウ
を
用
い
る
所
も
あ

り
ま
す
。

　
浄
泉
寺
で
は
、
昨
年
か
ら
四
月
八

日
に
近
い
土
曜
日
か
日
曜
日
に
花
ま

つ
り
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
く
こ
と
に
し

ま
し
た
。
今
年
は
四
月
十
日
（
土
）

に
開
催
い
た
し
ま
す
。
詳
細
の
ご
案

内
は
、
後
日
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご

期
待
く
だ
さ
い
。

誕生佛（浄泉寺蔵）

　
仏
教
で
は
、
二
月
十
五
日
の
「
涅

槃
会
」、
四
月
八
日
の
「
降
誕
会
」、

十
二
月
八
日
の
「
成
道
会
」
を
三
仏

忌
と
し
て
法
要
を
営
み
、
お
釈
迦
様

の
偉
徳
を
讃
え
ま
す
。
そ
の
中
か
ら

今
回
は
、「
涅
槃
会
」
と
「
降
誕
会
」

の
お
話
を
し
ま
す
。
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や
す
ら
ぎ
は

　
　
　
ご
先
祖
の
供
養
か
ら

各
種
講
座
等
の
ご
案
内

◎
梅
花
流
（
曹
洞
宗
）
御
詠
歌
講

　
梅
花
流
詠
賛
歌
は
、
曹
洞
宗
の
御

詠
歌
・
和
讃
で
す
。

　
詠
賛
歌
を
学
ん
で
い
く
と
自
然
に

安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
り
、
正
し
い

生
き
方
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。そ
し
て
生
き
る
た
め
の
希
望
と
、

生
き
て
い
く
こ
と
へ
の
感
謝
の
心
で

幸
福
に
な
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
毎
月
第
三
土
曜
日
　

　
　
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

◎
坐
　
禅
　
会

　
曹
洞
宗
の
信
仰
生
活
の
中
心
は
、

坐
禅
で
す
。
仏
法
を
味
わ
い
、
自
己

を
み
つ
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
毎
月
第
一
日
曜
日
　

　
　
午
前
六
時
か
ら
午
前
八
時
ま
で

◎
写
　
経
　
会

　
最
も
簡
単
な
仏
道
修
行
で
あ
り
、

心
身
を
調
え
、
静
に
落
ち
着
い
た
時

間
を
大
切
に
祈
り
や
願
い
を
生
活
に

活
か
す
こ
と
の
で
き
る
写
経
を
、　

是
非
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
毎
月
第
三
日
曜
日
　

　
　
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

※
　
こ
れ
ら
の
講
座
は
、
日
時
が
変
更
と
な
る
場
合
　

　
　
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

永
代
供
養
墓
の
ご
案
内

ペ
ッ
ト
納
骨
塔
の
ご
案
内

　
様
々
な
理
由
に
よ
り
個
別
に
お
墓

を
建
立
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
の
た

め
の
永
代
供
養
墓
で
す
。
永
代
供
養

の
期
間
や
方
法
に
つ
い
て
、
多
様
な

契
約
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

■
ご
夫
婦
向
け
　
六
〇
万
円

■
個
人
向
け
　
　
二
〇
万
円

※
墓
前
供
養
・
納
骨
・
字
彫
り
込
み

　
家
族
の
一
員
と
し
て
過
ご
し
た
大

切
な
ペ
ッ
ト
の
や
す
ら
ぎ
の
場
と
し

て
浄
泉
寺
墓
苑
の
一
角
に
供
養
等
を

用
意
し
ま
し
た
。

■
合
　
　
祀
　
一
万
円
よ
り

■
個
別
安
置
　
五
万
円
よ
り

※
合
祀
の
場
合
、
墓
誌

に
名
前
等
を
刻
む
費
用

（
一
霊
五
千
円
）
が
、

別
途
が
か
か
り
ま

す
。
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

寄付された椅子

　
篤
　
　
志

　
成
田
市
飯
田
町
の
檀
信
徒
総
代
の

石
原
門
平
氏
か
ら
、
本
堂
用
の
椅
子

二
十
脚
が
、
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
有

難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

大
切
に
使

わ
せ
て
い

た
だ
き
ま

す
。

　
永
年
の
風
雪
に
本
堂
の
瓦
が
相
当

傷
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
本
年
に

瓦
の
葺
き
替
え
を
行
い
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
檀
信
徒
の
皆
様

へ
の
割
り
当
て
の
寄
付
勧
募
は
行
わ

ず
、
有
志
の
瓦
志
納
勧
募
を
行
い
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　
瓦
志
納
　
一
枚
　
二
千
円

ご
家
族
の
皆
様
も
含
め
複
数
枚
の
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。（
工

事
前
に
志
納
さ
れ
た
方
に
は
、
一
枚

ず
つ
願
い
事
・
お
名
前
等
を
瓦
に
墨

書
い
た
し
ま
す
。）

本
堂
瓦
志
納
の
お
願
い

追
善
供
養
の
意
義
に
つ
い
て

　
あ
な
た
が
、
今
は
亡
き
お
方
の
一

周
忌
に
、
ふ
と
思
い
立
っ
て
、
お
寺

に
お
願
い
し
、
読
経
供
養
を
す
る
と

し
ま
す
。
そ
の
時
、
僧
侶
の
読
む
お

経
の
厳
か
さ
に
（
た
と
え
そ
の
意
味

は
分
か
ら
な
く
て
も
）、
厳
粛
な
気

持
ち
に
な
り
、
姿
勢
を
正
し
く
し
よ

う
と
思
っ
た
り
、ま
た
読
経
の
前
後
、

住
職
の
話
を
聞
い
て
、〈
仏
教
と
は

こ
う
い
う
有
り
難
い
教
え
な
の
か
〉

と
思
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
で
し
ょ

う
。そ
れ
は
法
事
が
、あ
な
た（
施
主
）

に
と
っ
て
善
い
縁
と
な
り
、
さ
ら
に

は
仏
教
を
信
仰
す
る
仏
縁
と
な
っ
た

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　
亡
き
方
の
為
に
す
る
こ
と
は
、
自

分
の
為
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で

す
。
で
は
、
あ
な
た
の
善
行
は
、
確

か
に
亡
き
方
に
届
く
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
疑
問
が
残
り
ま
す
。

　
思
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
亡
き
お

方
は
、
あ
な
た
が
法
事
を
し
て
、
そ

れ
に
よ
っ
て
心
を
仏
の
教
え
に
向
け

る
こ
と
を
願
っ
て
い
な
い
か
、
ど
う

か
を
。
そ
の
お
方
は
、
あ
な
た
が
善

い
生
き
方
を
す
る
こ
と
を
願
わ
な
い

は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
と
え
、
ふ
と
そ
の
方
の
冥
福
を

祈
り
た
い
と
思
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ

が
縁
と
な
っ
て
、
あ
な
た
が
仏
教
を

信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ

ば
、
亡
き
方
は
、
あ
な
た
を
善
い
ほ

う
に
助
け
、
ま
た
あ
な
た
の
ほ
う
も

同
時
に
そ
の
方
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
生
と
死

を
隔
て
よ
う
と
も
、
あ
な
た
と
そ
の

方
と
は
互
い
に
助
け
あ
っ
て
、
仏
縁

を
結
ぶ
わ
け
で
す
か
ら
、
追
善
の
功

徳
は
、確
か
に
故
人
に
届
い
て
い
る
、

と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
生
者
は
死
者

と
共
に
生
き
、
死
者
も
ま
た
生
者
と

共
に
生
き
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。


