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『
洗
心
』 

 

「
主
人
公
」（
し
ゅ
じ
ん
こ
う
） 

令
和
四
年
の
新
し
い
年
が
明
け
ま
し
た
。

檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、

ご
家
族
お
揃
い
で
、
新

年
を
お
迎
え
の
こ
と

と
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。
旧
年
中
は
、
何

か
と
林
陽
寺
の
護
持
に
ご
理
解
や
お
力
添
え

を
い
た
だ
き
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

年
頭
に
あ
た
り
、
今
年
は
『
主
人
公
』
と

い
う
禅
語
を
お
届
け
し
ま
す
。
ド
ラ
マ
で
主

役
を
演
じ
る
人
物
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

禅
で
い
う
主
人
公
と
は
、「
本
来
の
面
目
」、

つ
ま
り
仏
性
を
具
え
た
本
来
の
自
己
、
真
実

の
自
己
と
い
う
こ
と
で
す
。「
純
粋
な
自
分
」

と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
。 

こ
の
と
こ
ろ
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
周
り
の

目
を
気
に
し
た
り
、
友
達
と
も
会
う
の
を
躊

躇
、
大
切
な
ご
先
祖
様
の
ご
供
養
の
お
月
経

も
ご
遠
慮
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
。
時
に
は
、

自
分
さ
え
も
見
失
い
か
ね
な
い
よ
う
な
状
況

で
し
た
。 

そ
ん
な
時
自
分
に
向
か
っ
て
「
お―

い
」
と

呼
び
出
し
ま
し
ょ
う
。
本
来
の
自
分
に
目
覚

め
ま
し
ょ
う
。
今
年
こ
そ
自
分
の
中
の
主
人

公
を
忘
れ
ず
に
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 
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林陽寺 

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

 

令
和
四
年
行
事
（
予
定
） 

一
月
一
日
～
三
日 

新
年
の
祈
祷
（
早
朝
） 

一
月
三
日
～
七
日 

 

ぎ
ふ
七
福
神
お
開
帳 

一
月
二
十
一
日 

 

大
般
若
祈
祷
会 

 

二
月
十
二
日 

 
 

涅
槃
会
・
婦
人
部
会 

三
月
十
八
日
～
二
十
四
日 

春
彼
岸 

三
月
二
十
七
日 

 

し
だ
れ
桜
ま
つ
り 

四
月
八
日 

 
 
 

降
誕
会
（
花
ま
つ
り
） 

四
月
十
六
日 

 
 

弘
法
大
師
祥
当
接
待 

 

六
月
五
日 

 
 
 

奉
仕
作
業 

七
月
二
十
四
日 

 

子
ど
も
禅
の
集
い 

八
月
七
日 

 
 
 

山
門
施
食
会 

八
月
十
三
日
～
十
五
日 

お
盆 

八
月
二
十
四
日 

 

地
蔵
盆 

九
月
二
十
日
～
二
十
六
日 

秋
彼
岸 

十
月
一
日
（
第
一
土
）
開
山
忌
・
先
祖
供
養 

十
月
五
日 

 
 
 

達
磨
忌 

十
一
月
二
十
三
日 

七
福
神
布
袋
尊
大
祭 

 
 
 
 

十
二
月
三
日 

 
 

成
道
会 

十
二
月
三
十
一
日 

除
夜
の
鐘 

 
 お

経
の
会 

第
一
土
曜
日 

午
後
二
時
～ 

 
 
 

ヨ
ガ
の
会 

第
二
土
曜
日 

午
前
八
時
～ 

坐
禅
の
会 
第
二
日
曜
日 

午
前
八
時
～ 

写
経
の
会 

第
四
土
曜
日 

午
前
十
時
～ 

 

坐
禅
の
会 

第
二
日
曜
日 
午
前
八
時
～ 

 
 

 

写
経
の
会 

第
四
土
曜
日 

午
前
十
時
～ 

 
 

布袋尊大祭のお加持 

 

 

施食会の施食棚のお飾り 大般若会の本堂の荘厳 

 



法
地
開
山
瑞
岡
珍
牛
禪
師 

二
百
回
忌
に
ち
な
ん
で 

 

瑞
岡
珍
牛
（
ず
い
こ
う
ち
ん
ぎ
ゅ
う
）
禪
師

は
、
永
平
寺
名
古
屋
別
院
の
御
開
山
で

あ
る
。 

林
陽
寺
の
法
地
起
立
に
あ
た
り
当

山
二
世
で
あ
る
温
国
豊
住
は
、
禪
師
を

迎
え
て
法
地
開
山
と
し
た
。
禅
師
は
、

肥
後
天
草
の
人
。
寛
保
三
年
正
月
六
日

生
。
安
永
八
年
七
月
二
十
一
日
永
平
寺

瑞
世
。
寛
政
七
年
八
月
二
十
二
日
五
十

三
歳
に
て
豊
橋
全
久
院
二
十
七
世
。
享

和
元
年
七
月
二
十
六
日
退
寺
。
林
陽
寺

に
滞
留
、
同
二
年
武
儀
郡
下
有
知
龍
泰

寺
三
十
二
世
と
な
る
。
文
化
十
四
年
尾

州
公
懇
請
し
て
名
古
屋
万
松
寺
入
寺
。

文
政
五
年
四
月
十
日
八
十
歳
に
て
端

座
し
て
寂
す
。
五
月
十
日
君
命
を
以
て

国
葬
を
行
い
、
荼
毘
し
て
慶
雲
軒
（
現

在
の
永
平
寺
名
古
屋
別
院
）
に
葬
ら
れ

た
。
亡
く
な
っ
て
か
ら
今
年
で
二
百
年
、

名
古
屋
別
院
で
は
、
南
澤
道
人
不
老
閣

猊
下
御
親
修
の
も
と
「
二
百
回
忌
」
法

要
が
厳
修
さ
れ
、
記
念
誌
と
し
て
『
珍

牛
禅
師
語
録
』
が
再
刊
さ
れ
た
。 

禅
師
は
、
永
平
寺
五
十
世
玄
透
即
中

禅
師
の
提
唱
し
た
古
規
則
の
復
古
を
推

進
し
た
高
僧
で
、
慶
雲
軒
二
世
に
は
弟

子
の
黙
室
良
要
が
就
き
、
尾
張
徳
川
家

の
祈
願
所
と
し
て
基
礎
を
固
め
、
慶
雲

軒
を
尾
張
の
曹
洞
宗
教
学
の
中
心
地
と

し
た
。
境
内
地
は
尾
張
徳
川
家
七
代
藩

主
宗
春
公
が
隠
居
し
た
御
下
屋
敷
の

一
角
で
あ
る
。 

 

画
を
よ
く
し
、
『
行
状
記
』
に
図
絵

を
付
し
た
『
永
平
道
元
禅
師
行
状
図

絵
』
の
著
が
あ
る
。
ま
た
、
全
久
院
住

持
中
、
道
元
禅
師
の
御
真
筆
で
あ
る

「
正
法
眼
蔵
山
水
経
」
な
ど
十
種
の
法

宝
を
入
手
し
全
久
院
の
寺
宝
と
し
た
。 

 

珍
牛
禪
師
の
伝
衣
発
見 

令
和
元
年
の
秋
、
林
陽
寺
御
開
山
で

あ
る
了
然
玄
超
禅
師
の
三
百
五
十
回

忌
を
勤
め
る
に
あ
た
り
豊
住
和
尚
の

袈
裟
行
李
を
開
い
た
と
こ
ろ
古
い
袈
裟

が
出
て
き
た
。
た
ま
た
ま
「
奉
安
殿
護

国
院
史
」
の
資
料
収
集
に
来
寺
さ
れ
て

い
た
愛
知
学
院
大
学
名
誉
教
授
で
あ
り

「
お
袈
裟
の
研
究
」
で
著
名
な
川
口
高

風
先
生
の
目
に
と
ま
り
「
曹
洞
宗
報
」

令
和
二
年
四
月
号
に
紹
介
さ
れ
た
。 

「
・
・
・
も
う
一
肩
は
林
陽
寺
（
岐

阜
市
岩
田
西)

が
所
蔵
す
る
。
同
寺
二
世

温
国
豊
住
が
寛
政
九
年(

一
七
九
七)

三

月
に
林
陽
寺
の
法
地
起
立
に
あ
た
り
、

当
時
松

本
の
全

久
院
二

十
七
世

で

あ
っ

た
瑞
岡

珍
牛
を

招
請
し

て
伝
法

開
山
に

迎
え
た
。

そ
の
豊

住
の
袈

裟
行
李

に
絡
子

や
伽
藍
法
脈
と
と
も
に
入
っ
て
い
た
と

こ
ろ
か
ら
珍
牛
よ
り
の
伝
衣
と
み
ら
れ

て
い
る
。 

し
か
し
、
古
規
則
復
古
を
推
進
し
た

珍
牛
の
袈
裟
な
ら
ば
有
部
律
に
説
く

如
法
衣
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
袈
裟
は

如
法
衣
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
推
進
運
動

に
と
り
組
む
以
前
の
袈
裟
か
も
し
れ
な

い
。
縦
一
一
二
セ
ン
チ
、
横
一
九
五
・

五
セ
ン
チ
の
九
条
衣
で
衣
材
は
麻
、
黄

土
色
で
梅
模
様
が
あ
り
、
裏
布
は
一
枚

の
正
絹
で
あ
る
。
紐
や
「
チ
」、
環
座
に

組
の
あ
る
こ
と
は
松
源
寺
（
島
根
県
安

https://www.weblio.jp/content/%E8%A1%8C%E7%8A%B6%E8%A8%98
https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%B3%E7%B5%B5
https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%B3%E7%B5%B5
https://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B8%E5%B9%B3%E9%81%93%E5%85%83
https://www.weblio.jp/content/%E7%A6%85%E5%B8%AB
https://www.weblio.jp/content/%E8%A1%8C%E7%8A%B6
https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%B3%E7%B5%B5
https://www.weblio.jp/content/%E5%9B%B3%E7%B5%B5


来
市
安
来
）
蔵
の
袈
裟
と
同
じ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
環
は
金
具
の
小
環
に
釣
が
つ

い
て
い
る(
⑪
⑫
⑬
⑭)

。
こ
の
よ
う
な
小

環
と
釣
は
他
の
宗
門
の
袈
裟
に
も
み
ら

れ
、
松
源
寺
、
林
陽
寺
に
所
蔵
す
る
両

袈
裟
と
も
搭
袈
裟
姿
は
安
達
師
の
頂

相
と
同
じ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
わ
か

る
。」 

と
解
説
さ
れ
、
大
変
貴
重
な
珍
し
い

お
袈
裟
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

二
世
温
国
豊
住
和
尚
と
珍
牛
禅
師

と
の
関
係
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
寛

政
九
年
三
月
十
日
、
珍
牛
禅
師
が
全
久

院
時
代
に
豊
住
長
老
に
授
け
た
嗣
法

時
の
血
脈
が
あ
る
事
を
思
う
と
禅
師

の
弟
子
で
あ
り
、
豊
住
の
要
請
を
受
け

て
、
勧
請
法
地
開
山
と
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。 

珍
牛
禅
師
は
八
十
歳
で
示
寂
。
本
葬

は
文
政
五
月
十
日
前
代
未
曾
有
の
尾

張
藩
の
国
葬
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
そ
の

行
列
次
第
は
絵
巻
物
に
て
残
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
行
列
の
随
喜
僧
の
中
に
「
法

鉢 

温
住
上
坐
」
と
記
さ
れ
た
僧
を
見

つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
が
二
世
温
国
豊

住
和
尚
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
禅
師
の
当
山
に
残
し
た
書
画 

「
懶
瓉
（
ら
い
さ
ん
）

の
芋
を
焼
く
図
」 

 

懶
瓉
は
、
中
国
唐
の
時
代
の
僧
で
、

明
瓉
（
み
ん
さ
ん
）
と
云
う
の
が
本
名

で
あ
る
。
何
事
に
よ
ら
ず
な
ま
ぐ
さ
で

懶
（
お
こ
た
り
）
も
の
だ
っ
た
か
ら
、

「
明
瓉
」
と
呼
ば
な
い
で
、「
懶
瓉
」
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
云
う
が
、
中
国

湖
南
省
の
南
嶽
の
石
窟
に
隠
遁
し
て
い

た
徳
の
高
い
名
僧
だ
っ
た
。 

 

そ
の
高
徳
を
聞
い
た
徳
宗
皇
帝
が
迎

え
入
れ
よ
う
と
勅
使
を
遣
わ
し
た
と
こ

ろ
が
、
明
瓉
は
、
牛
の
糞
を
燃
や
し
て

暖
を
採
り
な
が
ら
、
鼻
水
を
顎
ま
で
垂

ら
し
て
芋
を
焼
い
て
食
べ
て
い
て
全
く

勅
使
の
言
葉
に
耳
を
か
さ
な
い
。
勅
使

が
見
か
ね
て
「
鼻
水
を
拭
い
た
ら
ど
う

だ
ね
。
」
と
云
う
と
、
明
瓉
は
「
お
前

さ
ん
の
為
に
、
な
ぜ
鼻
水
を
拭
か
ね
ば

な
ら
な
い
ん
だ
。」
と
か
え
し
た
。 

 

帰
っ
て
き
た
勅
使
か
ら
こ
の
報
告
を

聞
い
た
皇
帝
は
、「
道
人
と
は
か
く
あ
る

べ
き
だ
」
と
感
心
し
た
と
云
う
話
が
残

っ
て
い
る
。（
中
国
の
名
僧
伝
） 

 

い
ろ
い
ろ
思
い
を
巡
ら
し
て
、
世
代
様

の
足
跡
を
尋
ね
て
い
る
が
、
名
を
成
し

た
方
々
の
片
鱗
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

る
有
り
難
い
ご
縁
で
あ
る
。 

お
庫
裏
の
ツ
ブ
ヤ
キ 

古
い
綿
の
布
や
タ
オ
ル
を 

集
め
て
い
ま
す 

 曹
洞
宗
婦
人
会
と
い
う
組
織
が
あ

り
、
古
い
綿
の
布
や
タ
オ
ル
を
集
め
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
実
情

を
知
っ
た
か
ら
で
し
た
。 

介
護
施
設
等
で
は
、
汚
物
の
拭
き
取

り
等
に
柔
ら
か
い
綿
の
布
を
必
要
と
し

て
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ

ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
や
介
護
用
の
ペ
ー
パ
ー

を
使
い
捨
て
に
す
る
の
は
も
っ
た
い
な

い
の
で
と
、
職
員
さ
ん
が
自
宅
か
ら
綿

の
柔
ら
か
い
布
や
綿
の

T

シ
ャ
ツ
等
を

持
ち
寄
っ
て
、
小
さ
く
切
っ
て
使
っ
て
お

ら
れ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。 

そ
こ
で
、
使
い
古
し
の
フ
ェ
イ
ス
タ
オ

ル

を

４

分

の

１

に

切

っ

た

物

や

２

０

セ

ン

チ

四

方

に

切

っ

た

柔

ら

か

い



綿
布
を
婦
人
会
活
動
の
一
つ
と
し
て
、

集
め
る
こ
と
を
３
年
前
か
ら
し
て
い
ま

す
。
切
っ
て
な
い
物
で
も
大
丈
夫
で
す
。

施
設
へ
の
参
加
者
が
、
活
動
の
一
環
と

し
て
切
る
作
業
を
さ
れ
る
所
も
あ
る
か

ら
で
す
。 

お
届
け
し
た
施
設
か
ら
は
、
た
い
へ

ん
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。
も
し
、
皆
さ
ん

の
お
宅
に
古
い
タ
オ
ル
等
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
ご
協
力
い
た
だ
け
る
と
有
り
難

い
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

合
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 修
行
の
日
々
で
の
気
づ
き 

第
二
話 

徒
弟 

岩
水
峰
雪 

僧
堂
の
一
日
は
、
朝
４
時
起
床
、
５

時
振
鈴
、
４
５
分
坐
禅
、
６
時
朝
課
、

７
時
に
応
量
器
を
使
っ
た
小
食
（
し
ょ

う
じ
き
、
粥
の
朝
食
）、
８
時
掃
除
、
９

時
か
ら
各
衆
寮
で
仕
事
が
始
ま
り
ま

す
。
最
初
は
も
っ
ぱ
ら
、
御
祈
祷
、
日

中
の
お
勤
め
、
中
食
（
ち
ゅ
う
じ
き
、

お
昼
ご
飯
）
の
準
備
に
山
内
作
務
が
午

後
ま
で
続
き
、
薬
石
（
や
く
せ
き
、
夕

飯
）
後
の
１
９
時
か
ら
慣
ら
し
を
し
て

配
役
の
勉
強
を
し
、
２
１
時
就
寝
で
す
。

休
む
暇
は
な
く
、
動
き
っ
ぱ
な
し
で
す
。

最
初
は
正
座
を
し
続
け
る
の
に
も
慣
れ

ず
、
お
拝
も
多
い
の
で
太
腿
か
ら
足
首

が
パ
ン
パ
ン
に
な
り
ま
す
。
失
敗
し
な
い

よ
う
に
集
中
を
す
る
の
で
、
朝
か
ら
滝

の
よ
う
な
汗
を
か
き
ま
す
。 

  

配
役
は
法
要
を
行
う
為
に
修
行
僧

が
覚
え
る
べ
き
役
柄
で
あ
り
、
言
わ
ば

必
須
科
目
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
こ

で
は
鐘
司
加
番
（
僧
堂
で
鐘
と
太
鼓
を

鳴
ら
す
）
役
か
ら
始
ま
り
、
鐘
司
（
全

て
の
窓
開
け
、
坐
禅
中
の
鐘
に
太
鼓
鳴

ら
し
、
夕
方
の
鐘
、
鍵
閉
め
、
２
１
時

就
寝
前
の
鐘
と
太
鼓
で
言
わ
ば
時
計
の

役
を
す
る
の
で
３
時
３
０
分
起
床
で
一

番
ハ
ー
ド
）
、
粥
当
番
（
朝
の
粥
作
り
、

仏
様
の
お
膳
や
浴
司
入
れ
）、
浄
人
（
応

量

器

の

配
膳
役
）
、

待
香
（
主

に

お

勤

め

の

導

師

に

つ

い

て

お

香

を

出

し
た
り
、

お

付

き

を
す
る
役
）
、
供
頭
（
お
勤
め
の
時
に

回
向
本
を
出
す
見
た
目
華
や
か
な
役
）
、

副
堂
（
お
勤
め
の
木
魚
役
）、
堂
行
（
お

勤
め
の
鐘
役
）
、
挙
経
（
お
勤
め
を
声

で
リ
ー
ド
し
て
い
く
）
そ
の
後
に
御
神

殿
の
２
役
が
あ
り
祈
祷
太
鼓
が
最
後
で

す
。
早
い
と
５
ヶ
月
で
終
了
し
て
い
き
ま

す
が
、
私
は
７
ヶ
月
か
か
り
ま
し
た
。

そ
の
間
一
切
の
外
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
。 

 

一
番
大
変
だ
っ
た
こ
と
は
、
常
に
緊

張
状
態
が
続
い
て
い
た
こ
と
で
す
。
少

し
の
ミ
ス
が
他
の
配
役
の
ミ
ス
に
も
繋

が
っ
て
い
く
の
で
、
頭
の
中
は
常
に
自
分

の
目
の
前
の
こ
と
と
次
の
事
ま
で
し
か

考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
繰
り
返
し
を
ミ
ス

が
出
な
い
よ
う
に
集
中
し
ま
す
。
そ
れ

で
も
ミ
ス
が
あ
る
と
蹴
散
ら
し
と
い
っ

て
、
強
く
注
意
を
受
け
る
の
で
、
そ
の

間
は
合
掌
し
て
肘
を
全
開
に
張
り
、「
は

い
」
と
「
い
い
え
」
だ
け
で
応
え
ま
す
。 

配
役
の
仕
事
は
い
わ
れ
た
こ
と
を
い

わ
れ
た
通
り
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
い
か
に
そ
の
通
り
に
す
る
こ
と
の

難
し
さ
を
思
い
知
り
ま
し
た
。
型
に
は

め
て
体
で
体
得
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、

ど
こ
か
で
自
分
の
価
値
観
や
私
情
を
挟

ん
で
し
ま
う
と
、
ど
う
し
て
も
そ
の
場

に
い
る
こ
と
が
苦
痛
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。 

あ
る
時
、
毎
日
同
じ
事
、
同
じ
人
、

同
じ
環
境
と
い
う
の
に
疲
れ
て
き
て
い

た
時
、
私
は
ち
ょ
っ
と
怖
い
と
思
う
方

を
避
け
て
い
る
時
が
あ
り
ま
し
た
。
怖

い
し
、
何
か
言
わ
れ
る
の
も
嫌
だ
か
ら
、

で
き
る
だ
け
そ
の
人
の
視
覚
に
入
ら
な

い
よ
う
に
し
て
い
た
ら
、
同
僚
の
キ
ュ
ー

バ
人
が
そ
れ
を
察
知
し
、 

「
逃
げ
る
な
、
逃
げ
れ
ば
同
じ
こ
と

が
ま
た
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
、

お
前
は
そ
の
ま
ま
で
い
た
ら
い
い
。」 

と
言
い
ま
し
た
。
（
続
く
） 

 

          

第１６回 

しだれ桜まつり 

令和４年３月２７日（日） 

林陽寺本堂他 

バンド演奏など 


