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渋
沢
栄
一
の
慈
悲
心 

 大
河
ド
ラ
マ
で
「
青
天
を
衝
け
」
が
放
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
近
代
資
本
主
義
の
父
と
言
わ
れ
る
渋
沢
栄
一
翁
の
こ

と
で
す
。
今
後
、
一
万
円
札
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま

す
。
連
休
中
は
お
寺
へ
の
訪
問
者
も
少
な
く
、
著
作
で
あ
る

「
論
語
と
算
盤
」
を
読
み
感
動
し
ま
し
た
。 

名
だ
た
る
会
社
、
大
学
、
病
院
、
鉄
道
等
、
四
八
〇
も
の

会
社
の
設
立
に
関
わ
り
、
六
百
も
の
慈
善
事
業
に
も
貢
献
し

ま
し
た
。
近
代
の
歴
史
を
習
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

こ
ん
な
に
日
本
の
た
め
に
尽
力
し
た
の
も
か
か
わ
ら
ず
名

前
が
取
り
ざ
た
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
二
度

候
補
と
し
て
選
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

こ
こ
に
、
翁
の
人
と
な
り
が
わ
か
る
話
が
あ
り
ま
す
。
三

菱
の
創
始
者
、
岩
﨑
弥
太
郎
と
面
談
し
た
時
、
「
二
人
で
こ

の
日
本
を
う
ま
く
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
」
と
持
ち
掛
け
ら

れ
た
が
、
「
あ
な
た
は
自
分
の
会
社
の
発
展
の
み
考
え
て
い

る
利
己
主
義
者
で
あ
り
、
私
は
そ
の
話
に
の
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
」
と
、
破
談
に
な
っ
た
話
が
あ
り
ま
す
。 

意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
事
に
、
明
治
初
頭
よ
り
亡
く
な

る
ま
で
ず
っ
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
が
東
京
養
育
院
と

い
う
施
設
で
す
。
初
め
は
路
上
生
活
者
を
住
ま
わ
せ
た
施
設

で
し
た
が
、
私
財
を
な
げ
う
ち
、
職
員
に
「
子
供
の
親
に
な

っ
て
ほ
し
い
」
と
心
の
発
達
に
も
配
慮
し
た
そ
う
で
す
。
亡

く
な
る
時
は
全
て
の
権
利
を
放
棄
し
、
日
本
の
た
め
に
一
生

を
捧
げ
つ
く
し
た
大
恩
人
で
す
。 

豪
農
の
息
子
に
生
ま
れ
た
栄
一
は
士
農
工
商
の
身
分
制

度
の
中
、
農
民
の
位
で
は
ど
ん
な
理
由
が
あ
ろ
う
と
武
士
に

は
背
け
な
い
理
不
尽
さ
を
常
に
思
い
、
討
幕
の
世
上
の
中
、

縁
あ
っ
て
徳
川
慶
喜
の
膝
下
に
入
り
、
パ
リ
万
博
に
列
席
し
、

西
洋
を
視
察
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

そ
こ
で
見
た
世
界
に
愕
然
と
し
、
日
本
の
力
の
な
さ
を
肌

身
に
感
じ
、
政
治
よ
り
実
業
家
の
世
界
に
力
を
尽
く
す
こ
と

を
決
意
し
ま
す
。
帰
国
し
た
と
き
は
、
攘
夷
が
な
さ
れ
、
幕

府
は
解
散
し
て
い
ま
し
た
。
一
時
、
蟄
居
し
た
慶
喜
の
も
と

静
岡
に
い
ま
し
た
が
、
西
洋
事
情
に
明
る
い
栄
一
の
意
見
を

聞
き
た
い
政
府
の
要
望
に
よ
り
、
次
々
と
産
業
の
革
新
を
計

っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
論
語
は
正
に
武
士
道
の
心
で
あ
り
、

算
盤
は
車
に
す
れ
ば
エ
ン
ジ
ン
で
あ
り
、
経
済
の
事
で
す
。

両
者
が
共
に
必
要
で
、
片
方
だ
と
片
手
落
ち
で
前
に
進
み
ま

せ
ん
。 

今
日
渋
沢
翁
が
生
き
て
い
た
ら
何
を
日
本
に
望
む
で
し

ょ
う
か
。
「
志
を
高
く
持
ち
、
自
己
の
計
ら
い
を
捨
て
、
皆

お
互
い
助
け
合
い
、
世
の
た
め
人
の
た
め
尽
く
せ
」
と
天
よ

り
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
で
す
。 

コ
ロ
ナ
禍
で
す
が
あ
き
ら
め
ず
乗
り
切
っ
て
い
き
ま
し

ょ
う
。
心
か
ら
各
家
の
疫
病
退
散
を
祈
念
致
し
ま
す
。 

 

三
明
寺
住
職 

大
嶽
正
泰 
合
掌 

お盆号 

釈尊誕生仏 

御詠歌の皆さんに折っていただ

いた蓮の折り紙を飾りました 

永平寺  修行中の三男と 昨年 12月 永平寺に寄る機会がありました。

修行中の随筆が冊子に掲載されたのでご覧ください 
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【
檀
信
徒
行
事
】 

六
月 

○
草
薙
家
・
長
妻
家
ご
法
事 

 

5
日 

○
河
野
家
・
青
山
家
・
木
下
家
ご
法
事 

6
日 

○
足
立
家
ご
法
事 

 
 

13
日 

○
地
蔵
講 

 
 

15
日 

○
松
坂
家
・
斉
藤
家
ご
法
事 

 

19
日 

○
荻
津
家
・
古
屋
家
ご
法
事 

 

26
日 

○
川
村
家
・
邑
田
家
ご
法
事 

 

27
日 

七
月 

○
水
野
家
ご
法
事 

 
 

2
日 

○
佐
藤
家
ご
法
事 

 
 
 
 
 
 
 
 

3
日 

○
檀
信
徒
施
食
会 

 
 
 
 
 
 
 
 

4
日 

○
道
了
講 

 
 

6
日 

○
檀
信
徒.

ペ
ッ
ト
新
盆
供
養 

 
 
 
 

11
日 

○
お
棚
経 

 
 
 

12
～
15
日 

○
盆
供
養 

 
 
 
 
 
  

12
・
13
・
14
日 

○
地
蔵
講 

 
 

20
日 

○
木
下
家
ご
法
事 

 
 

25
日 

○
村
松
家
ご
法
事 

 
 

31
日 

               

八
月 

 
 

○
道
了
講 

 
 

3
日 

○
渡
辺
家
ご
法
事 

 
 

7
日 

○
石
野
家
ご
法
事 

 
 

8
日 

○
お
棚
経 

 
 

1
・
2
・
13
・
14
日 

○
盆
供
養 

 
 
      

 

13
・
14
日 

○
地
蔵
講 

 
 

17
日 

  

【
三
明
寺
や
す
ら
ぎ
大
学
】 

○
土
曜
写
経
会 

読
経
・
法
話
・
写
経 

6
時 

○
日
曜
坐
禅 

 

坐
禅
・
提
唱
・
喫
茶 

6
時 

○
月
例
坐
禅
会 

第
一
月
曜
日 

19
時
30
分 

○
月
例
写
経
会 

第
三
月
曜
日 

10
時 

○
御
詠
歌 

第
一
・
三
火
曜
日 

10
時
30
分 

○
や
す
ら
ぎ
大
学 

休
講 

 
 

 

〇
長
泉
町
く
す
の
き
学
級
特
別
講
話 

8
月
6
日 

 

   

 
 
 

             

        

  

 

【
お
知
ら
せ
】 

□
住
職
ラ
ジ
オ
法
話 

Ｓ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ 

 

第
４
土
曜
日
12
時
22
分 

 

コ
ー
ス
ト
Ｆ
Ｍ 

76.7 

月
曜
～
金
曜
7
時
30
分 

 

【
編
集
後
記
】 

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
充
実
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
五
輪
の
開
催

も
不
安
で
は
あ
り
ま
す
が
、
選
手
の
活
躍
に
明
る
い
話
題

が
増
え
る
こ
と
を
の
ぞ
み
ま
す
。
S 

お
盆
飾
り
の
馬
と
牛
、
東
日
本
の
習
慣
の
様
で
す
。
境
界

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
四
国
九
州
の
友
達
は
知
ら
な
か
っ

た
と
、
姪
か
ら
き
き
ま
し
た
。
H 

        

 

令
和
三
年
六
月
一
日  

第
七
十
九
号 

発 

行
（
宗
）
曹
洞
宗 

愛
鷹
山 

三
明
寺 

編 

集 
 
 

大 
 

嶽 
 

正 
 

泰 

住 

所 

沼
津
市
大
岡
三
明
寺
四
○
五
一 

電 

話  

０
５
５
・
９
２
９
・
２
３
２
３ 

Ｆ
Ａ
Ｘ  

０
５
５
・
９
２
９
・
２
３
２
４ 

Ｕ
Ｒ
Ｌ  http://www.sanmyouji.com

 

メ
ー
ル  info@sanmyouji.com

 
 

酒
か
す
地
蔵
菩
薩
祭
と
施
食
会
に
つ
い
て 

｜
お
塔
婆
供
養
｜ 

今
年
の
三
明
寺
祭
典
も
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予

防
を
考
慮
し
、
屋
外
で
の
祭
典
行
事
は
行
い
ま
せ
ん
が
、

本
堂
内
で
の
施
食
会
先
祖
供
養
は
お
勤
め
し
ま
す
。 

ご
先
祖
様
の
お
塔
婆
供
養
を
致
し
ま
し
ょ
う
。 

参
拝
に
は
各
自
の
対
応
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 
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「 

経 

験 

」 

大
嶽 

雄
泰 

一
月
に
降
り
積
も
っ
た
雪
も
今
は
だ
い
ぶ
溶
け
、
春
の
訪
れ

を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
永
平
寺
は
こ
の
時
期
、
出
会

い
と
別
れ
の
時
期
で
あ
り
、
修
行
に
区
切
り
を
付
け
て
送
行
す

る
雲
水
や
永
平
寺
で
の
修
行
を
志
し
た
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
山
門

に
立
ち
ま
す
。
私
も
昨
年
こ
の
時
期
に
山
門
に
立
っ
て
か
ら
一

年
が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
振
り
返
る
と
あ
っ
と
い
う
間

の
日
々
だ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
特
に
、
上
山
し
た
ば
か
り

の
頃
は
右
も
左
も
分
か
ら
ず
、
一
日
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
精

一
杯
で
し
た
。
毎
日
多
く
の
ご
注
意
ご
指
導
を
頂
く
た
め
、
頭

の
中
で
整
理
が
追
い
付
か
ず
、
何
が
正
し
く
て
何
が
間
違
っ
て

い
た
の
か
も
よ
く
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
き
っ
と
今

の
一
年
目
の
修
行
僧
の
中
に
も
当
時
の
自
分
と
同
じ
よ
う
な

気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
者
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。 

 

私
は
上
山
し
て
す
ぐ
に
あ
る
壁
に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
叢
林
が
集
団
生
活
を
基
本
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
で
す
。
今

ま
で
し
て
こ
な
か
っ
た
集
団
生
活
。
私
は
お
寺
と
は
関
係
の
な

い
大
学
へ
行
き
、
自
分
が
や
り
た
か
っ
た
こ
と
を
学
び
、
仏
教

と
は
無
縁
の
生
活
を
し
て
い
た
た
め
、
よ
く
無
知
か
ら
集
団
の

和
を
乱
し
て
は
古
参
和
尚
さ
ん
に
ご
注
意
を
頂
き
ま
し
た
。
ま

た
、
決
め
ら
れ
た
時
間
に
起
き
て
、
決
め
ら
れ
た
時
間
に
食
事

を
し
、
決
め
ら
れ
た
時
間
に
寝
る
。
そ
の
よ
う
な
睡
魔
と
空
腹

に
耐
え
る
生
活
に
も
慣
れ
て
お
ら
ず
、
辛
い
、
面
倒
だ
、
何
で

こ
ん
な
事
を
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち
が

沸
い
て
き
て
は
、
顔
や
態
度
に
出
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
度
に
ご
指
導
を
頂
き
、
挫
け
そ
う
に
な
る
こ
と
も

多
か
っ
た
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時
は
い
つ
も
同
安
居

と
い
う
存
在
に
助
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
育
ち
も
年
齢
も
違
う
、

永
平
寺
で
修
行
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
だ
け
で
一
緒
に
な
っ

た
仲
間
。
同
じ
釜
の
飯
を
頂
き
、
時
に
励
ま
し
合
い
、
時
に
些

細
な
事
で
言
い
争
っ
た
り
も
し
ま
し
た
が
、
慣
れ
な
い
修
行
生

活
で
一
緒
に
頑
張
っ
て
い
る
仲
間
が
い
る
と
思
え
た
た
め
、
今

ま
で
安
居
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

「
大
衆
一
如
」
、
こ
の
言
葉
は
た
く
さ
ん
の
修
行
僧
が
一
体
と

な
り
、
共
に
同
じ
こ
と
を
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
私
は
上
山

し
た
ば
か
り
の
頃
、
こ
の
言
葉
が
ま
る
で
自
分
を
縛
り
つ
け
て

く
る
よ
う
で
と
て
も
窮
屈
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
修

行
し
て
分
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
一
如
と
は
た
だ
の
馴
れ
合
い

で
は
な
く
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
が
あ
る
中
で
自
分
の
得
意
な

こ
と
は
率
先
し
て
動
き
、
周
り
を
助
け
、
苦
手
な
事
は
教
え
て

も
ら
い
な
が
ら
励
む
。
こ
う
し
て
支
え
合
い
な
が
ら
一
体
と
な

り
共
に
同
じ
よ
う
に
修
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

 

誰
も
が
周
り
を
思
っ
て
修
行
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
同
安
居

同
志
だ
け
で
な
く
、
古
参
和
尚
さ
ん
が
暫
到
和
尚
に
対
し
て
も

同
じ
で
し
た
。
私
は
上
山
し
た
ば
か
り
の
頃
は
、
納
得
い
か
な

か
っ
た
事
、
理
不
尽
だ
と
感
じ
て
い
た
古
参
和
尚
さ
ん
か
ら
の

ご
注
意
が
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
分
が
同
じ
立
場

に
な
っ
て
分
か
っ
た
こ
と
は
、
あ
の
時
古
参
和
尚
は
、
私
達
の

事
を
き
ち
ん
と
見
て
、
注
意
し
て
く
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

し
た
。 

 

私
は
吉
祥
閣
布
教
係
と
い
う
寮
舎
で
古
参
和
尚
さ
ん
に
言

わ
れ
た
一
言
が
、
今
で
も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
「
暫
到
へ
の
厳
し
い
指
導
は
端
か
ら
見
た
ら
可
哀
想
か
と
思

う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
け
ど
、
そ
の
人
が
お
坊
さ
ん
と
し
て
教

え
る
立
場
に
立
っ
た
時
に
困
ら
な
い
よ
う
、
古
参
は
細
か
い
と

こ
ろ
ま
で
心
を
鬼
に
し
て
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
厳
し

い
状
況
の
中
、
仲
間
と
協
力
し
必
死
に
絞
り
だ
し
た
智
慧
や
培

っ
た
経
験
は
必
ず
そ
の
人
の
人
生
の
糧
と
な
る
。
甘
や
か
さ
れ

た
暫
到
時
代
を
経
験
し
安
居
を
終
え
る
方
が
よ
っ
ぽ
ど
可
哀

想
な
の
だ
。」
と
い
っ
た
言
葉
で
し
た
。
そ
の
頃
の
私
は
、
も
う

少
し
優
し
く
丁
寧
に
教
え
て
く
れ
て
も
い
い
の
で
は
と
不
満

に
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、
今
の
暫
到
和
尚
さ
ん
を
指
導
し
よ
う

と
思
う
時
、
あ
の
時
の
古
参
和
尚
さ
ん
気
持
ち
が
少
し
分
か
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

私
は
一
年
間
の
修
行
を
通
し
て
、
修
行
は
決
し
て
自
分
一
人

で
行
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
仲
間
と
の
支

え
合
い
の
積
み
重
ね
が
仲
間
と
の
絆
を
育
み
、
私
た
ち
に
多
く

の
気
付
き
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
事
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。

永
平
寺
で
は
時
に
厳
し
く
、
今
ま
で
の
生
活
と
の
違
い
に
戸
惑

う
事
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
し
か
味
わ
え
な
い
経
験
も
多
く

あ
り
ま
す
。
ま
だ
こ
こ
で
一
年
修
行
し
た
だ
け
で
す
が
、
自
分

が
一
年
で
培
っ
た
永
平
寺
で
の
経
験
を
生
か
し
て
、
去
年
私
た

ち
に
根
気
強
く
ご
指
導
し
て
頂
い
た
古
参
和
尚
さ
ん
方
の
よ

う
に
、
周
り
を
思
っ
て
時
に
厳
し
く
、
時
に
優
し
く
、
大
衆
一

如
を
胸
に
行
じ
て
い
き
た
い
で
す
。 

（
静
岡
県
沼
津
市 

三
明
寺
徒
弟 

三
男 

 
 
 
 

 
 
 

副
行
兼
端
雲
閣
接
頭 

令
和
二
年
上
山
） 

 

大
本
山
永
平
寺
月
刊
誌
「
傘
松
」
に
掲
載 
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春彼岸会 3/20  先祖供養とペット供養 密を避けるよう分かれてお出かけいただきました 

 

 

得度式 4/20  福島の永沼政次氏が仏門に入るための得度式をおこないました 

3/23 

 

宗清寺にて法要 3/23  両親の 17回忌法要を営みました。父親は 100 才 母親は 97才、長寿でした 

 

 

 

宗務所婦人会総会・研修会 4/14  井出の大泉寺 小島健布老師に 講話をいただきました 


