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孫
の
名
に

変
え
て
絵
本
を

読
ん
で
や
る

褒
め
言
葉

聞
こ
え
ぬ
ふ
り
し
て

聞
き
返
す

名
作
川
柳
よ
り

新春号 大本山總持寺参拝特集

婦
人
会
会
長

長
友
真
美
子

去
る
平
成
二
十
九
年
十
月
十
六
日
よ
り
、
大

本
山
總
持
寺
に
お
参
り
し
ま
し
た
。
横
浜
の
鶴

美
ヶ
丘
に
あ
る
總
持
寺
は
「
大
都
市
の
縁
の
オ

ア
シ
ス
」
と
言
わ
れ
て
、
子
供
達
か
ら
お
年
寄
り

ま
で
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

さ
て
、
羽
田
に
着
い
た
ら
生
憎
の
雨
で
し
た

が
、
一
同
大
本
山
の
拝
観
と
御
先
祖
供
養
に
心

弾
ま
せ
て
い
ま
し
た
。
方
丈
様
を
始
め
各
家
族

が
大
祖
堂
に
て
一
人
ず
つ
名
前
を
呼
ば
れ
、
並

み
い
る
お
坊
様
方
の
前
で
先
祖
供
養
を
し
て
戴

き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
広
い
寺
院
内
を
く
ま
な
く

案
内
し
て
く
だ
り
、
お
昼
に
は
精
進
料
理
を
頂

き
ま
し
た
。
翌
日
は
雨
の
中
、
久
能
山
東
照
宮
に

お
詣
り
し
箱
根
を
一
巡
り
す
る
頃
に
は
、
雨
も

上
が
り
待
望
の
富
士
山
も
チ
ラ
リ
と
姿
を
見
せ

て
一
同
歓
声
を
上
げ
て
い
ま
し
た
。
翌
三
日
目

は
、
朝
か
ら
晴
天
で
鎌
倉
へ
長
谷
の
大
仏
様
と

鶴
岡
八
幡
宮
と
お
参
り
し
横
浜
の
街
を
見
学
し

な
が
ら
帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。

十
数
人
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
旅
で
し
た
が
、
あ

の
日
の
鎌
倉
の
空
の
よ
う
な
爽
や
か
な
心
に
残

る
思
い
出
と
な
り
ま
し
た
。

ご
あ
い
さ
つ

住
職

中
本

光
勇

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
恙
無
く
御
健

勝
に
て
お
迎
え
の
事
と
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

さ
て
、
昨
年
十
月
に
総
代
様
や
檀
家
の

皆
様
と
一
緒
に
大
本
山
總
持
寺
に
参
拝
致

し
ま
し
た
。

千
畳
敷
の
大
祖
堂
で
乙
川
監
院
老
師
を
導

師
に
お
願
い
し
、
百
人
余
の
雲
水
（
修
行

僧
）
に
よ
る
先
祖
供
養
は
圧
巻
で
し
た
。
荘

厳
の
中
に
も
心
が
和
む
素
晴
ら
し
い
法
要

で
し
た
。

私
個
人
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
四
十
年

前
の
修
行
時
代
を
思
い
出
し
、
懐
か
し
い

思
い
出
と
同
時
に
、
又
頑
張
ろ
う
と
い
う

気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

や
は
り
本
山
は
厳
し
い
け
れ
ど
、
心
が

暖
か
く
て
優
し
い
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ

る
所
で
し
た
。

本
当
に
有
り
難
く
穏
や
か
な
気
持
ち
で

お
参
り
出
来
た
事
が
、
な
に
よ
り
の
お
土

産
と
な
り
ま
し
た
。
参
加
さ
れ
た
檀
家
の

皆
様
も
同
じ
気
持
ち
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

皆
様
も
機
会
が
あ
れ
ば
、
是
非
ご
本
山

に
お
参
り
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

今
年
が
皆
様
に
と
っ
て
、
穏
や
か
な
年

で
あ
り
ま
す
よ
う
祈
念
し
、
年
頭
の
挨
拶

と
し
ま
す
。

合
掌

宗
派
に
よ
っ
て
作
法
は
違
い
ま
す

が
、
曹
洞
宗
の
ご
焼
香
は
、
二
回
で
す
。

ま
ず
、
香
炉
の
前
で
合
掌
礼
拝
し
、

一
度
目
は
、
香
を
つ
ま
ん
だ
手
に
、
も

う
一
方
の
手
を
添
え
て
相
手
を
敬
い
、

念
じ
た
後
に
焚
き
ま
す
。
二
度
目
は
、

念
じ
ず
に
そ
の
ま
ま
焚
き
ま
す
。

仏
様
は
、
「
香
食
身
」
と
い
っ
て
香
り

を
お
食
べ
に
な
り
ま
す
。
「
ど
う
ぞ
お

召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
」
と
い
う
気
持

ち
を
念
じ
て
焚
い
て
く
だ
さ
い
。

二
度
目
の
香
は
、
「
従
香
」
と
い
っ
て
、

香
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
添
え
る
た

め
の
も
の
な
の
で
、
念
じ
ず
に
そ
の
ま

ま
焚
く
も
の
で
す
。
二
回
の
焼
香
が
終

わ
り
ま
し
た
ら
、
合
掌
礼
拝
を
し
て

お
彼
岸
は
春
と
秋
と
の
2
回
あ
り
、
春

分
・
秋
分
の
日
を
中
日
（
ち
ゅ
う
に
ち
）

と
し
、
前
後
3
日
を
合
わ
せ
た
7
日
間
を

い
い
ま
す
。
古
く
は
聖
徳
太
子
の
頃
か
ら

始
ま
っ
た
と
も
い
わ
れ
、
古
い
記
録
で
は

『
日
本
後
紀
』
の
「
大
同
元
年
（
8
0
6
）

３
月
辛
巳
の
条
」
に
、
崇
道
天
皇
（
早
良

親
王
）
の
供
養
の
為
に
諸
国
の
国
分
寺
の

僧
を
集
め
、
法
要
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、

彼
岸
の
は
じ
ま
り
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。

農
耕
文
化
の
日
本
で
は
古
来
よ
り
、
昼

夜
の
時
間
が
同
じ
で
、
真
東
か
ら
太
陽
が

の
ぼ
る
こ
の
時
節
に
自
然
の
恵
み
に
対
す

る
感
謝
を
さ
さ
げ
る
風
習
が
あ
り
、
こ
れ

ら
と
仏
教
の
教
え
が
結
び
つ
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

彼
岸
と
は
煩
悩
と
迷
い
の
世
界
で
あ
る

「
此
岸
」
か
ら
悟
り
の
世
界
「
彼
岸
」
へ
到

達
す
る
た
め
に
、
「
六
波
羅
蜜
」
の
修
行

を
行
な
う
期
間
で
も
あ
り
ま
す
。

お
墓
参
り
を
し
、
お
花
や
線
香
を
供
え
、

真
心
の
合
掌
を
捧
げ
る
と
い
う
修
行
が
大

切
で
す
が
、
お
参
り
は
一
度
行
っ
た
ら
、

後
は
ほ
っ
た
ら
か
し
に
す
る
の
で
は
な
く
、

彼
岸
参
り
に
限
ら
ず
何
度
で
も
繰
り
返
し

行
な
う
こ
と
が
肝
心
な
の
で
す
。

【
ぼ
た
も
ち
と
お
は
ぎ
の
違
い
は
？
】

春
彼
岸
に
お
供
え
す
る
の
は
「
ぼ
た
も

ち
」
。
秋
は
「
お
は
ぎ
」
。
ど
ち
ら
も
同
じ

も
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
季
節
の
花
「
牡

丹
」
と
「
萩
」
に
ち
な
む
も
の
で
す
。

実
は
、
春
彼
岸
の
牡
丹
餅
は
、
冬
を
越

し
て
皮
が
固
く
な
っ
た
小
豆
を
使
う
た
め
、

皮
を
取
り
除
い
た
「
こ
し
あ
ん
」
、
秋
彼

岸
の
御
萩
は
収
穫
し
た
て
の
柔
ら
か
い
小

豆
を
使
用
す
る
の
で
、
皮
ま
で
含
め
た

「
つ
ぶ
あ
ん
」
が
主
流
だ
っ
た
の
だ
と
か
。

今
で
は
、
保
存
技
術
や
品
種
改
良
の
流

れ
か
ら
、
こ
の
区
別
は
し
だ
い
に
薄
れ
て

き
て
い
る
よ
う
で
す
。

春
・
秋
彼
岸
会
の
お
話
し

台雲寺 平成30年行持

1月14日 開山忌法要

旧暦24日 地蔵縁日法要

3月21日 春彼岸法要

4月15日 花まつり

5月23日 内藤家墓前供養

6月3日 大般若会

7月29日 施食会

8月18日 仏教会流れ灌頂

9月23日 秋彼岸法要

★
ご
焼
香
の
豆
知
識
★

☆
九
州
北
部
豪
雨
災
害
義
援
金
☆

二
万
八
千
六
百
二
円

集
ま
り
ま
し
た
。
宮
崎
県
宗
務
所
へ
お

届
け
し
ま
す
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

台
雲
寺

新
聞

大
本
山
總
持
寺
参
拝
を
顧
み
て

三
月
十
二
日
（
日
）
地
蔵
縁
日
法
要

三
月
二
十
一
日
（
水
）
春
彼
岸
会

四
月
十
五
日
（
日
）
花
祭
り
（
予
定
）

六
月
三
日
（
日
）

大
般
若
法
要

※
当
山
の
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ

る
の
で
、
で
き
る
だ
け
公
共
交
通

機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

お寺からご案内

席
に
つ
き
ま
す
。

作
法
は
様
々
で

す
が
、
心
を
込
め

た
お
香
を
お
供
え

し
ま
し
ょ
う
。

☆昨年10月16日～18日まで

大本山總持寺に参拝へ行きました！

新春祈祷札

元旦の早朝、当山の護持興隆、檀信徒の皆様の

健康長寿・家内安全・心願成就・合格祈願・商売

繁盛・交通安全などを御祈祷し、法要を行いました。

また、初日の出をお迎えしながら、お札を祈祷致し

ました。

お求めは、寺務所にて。

白札 500円

金札 1,000円

大本山總持寺 大祖堂

大本山總持寺 大祖堂ご本山での昼食二日目 久能山東照宮


