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当
寺
の
檀
信
徒
で
い
ら
し
た
、昭
和
を
代
表
す
る
国
民
的
歌
手
美
空
ひ
ば
り
さ
ん

（
平
成
元
年
六
月
二
十
四
日
命
日　

慈
唱
院
美
空
日
和
清
大
姉
）が
色
紙
に
書
か
れ

て
い
た
お
言
葉
で
す
。歌
手
と
し
て
大
成
功
を
収
め
ら
れ
た
ひ

ば
り
さ
ん
で
す
が
、常
に
こ
の
よ
う
な
お
気
持
ち
で
日
々
努
力

を
怠
ら
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、沢
山
の
人
々
に
希
望
や
力
、そ

し
て
癒
し
の
歌
を
届
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

日
蓮
大
聖
人
の「
冬
は
必
ず
春
と
な
る
」と
言
わ
れ
た
お

言
葉
に
通
じ
る
も
の
を
感
じ
ま
す
。こ
の
石
碑
は
ひ
ば
り
さ

ん
一
周
忌
法
要
の
供
養
に
と「
む
ら
さ
き
会
」の
方
が
奉
納

さ
れ
た
も
の
で
す
。

横浜隼人高校ボランティア同好会の皆様の
ご協力を頂き、三年前から始めた、夏休み
「宿題てらこや」の様子です。お寺に沢山の
お子さん達が集ってくれてとても嬉しい行
事です。
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し
ん
だ
平
成
が
幕
を
閉
じ
、令
和
の
時
代
が
始
ま
り
ま
し
た
。皆
様
は
も
う
令
和
に
慣
れ
ま
し
た

　
　
か
？ 

新
天
皇
陛
下
御
即
位
一
般
参
賀
に
は
十
四
万
人
を
超
え
る
人
々
が
集
い
、関
心
の
高
さ
が

伺
え
ま
し
た
。

　
　

来
よ
り
天
皇
陛
下
は
尊
い
存
在
で
あ
り
、第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
国
憲
法
第
一
条
で
は 

　
　
「
天
皇
は
日
本
国
と
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
」と
あ
り
ま
す
が
、や
は
り
尊
い
存
在
に
変
わ
り
は

な
く
、国
民
の
一
つ
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
ま
す
。私
の
観
点
で
す
が
、平
成
時
代
に
天
皇・皇

后
両
陛
下
の
存
在
感
が
増
さ
れ
た
の
は
、東
日
本
大
震
災
で
被
災
者
の
方
々
を
見
舞
わ
れ
る
お
姿
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。テ
レ
ビ
を
通
し
て
で
も
伝
わ
る
両
陛
下
の
真
心
と
オ
ー
ラ

に
、や
は
り
天
皇
陛
下
は
尊
い
お
方
な
の
だ
と
改
め
て
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
　

本
は「
自
分
は
無
宗
教
」だ
と
い
う
人
が
多
い
国
で
す
。他
国
の
人
か
ら
見
る
と
、何
故
信
じ
る

　
　

も
の
が
な
く
て
生
き
て
い
け
る
の
だ
？ 

信
仰
の
無
い
人
生
は
考
え
ら
れ
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と

が
多
々
あ
り
ま
す
。今
回
の
天
皇
陛
下
の
御
退
位・御
即
位
を
見
て
い
る
と
、両
陛
下
の
お
姿
を
見
て

涙
す
る
心
境
と
い
う
の
は
、信
仰
と
は
違
い
ま
す
が
、日
本
人
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、そ
の
心
の

よ
り
ど
こ
ろ
が
生
身
の
人
間
で
あ
り
、お
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
、お
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
世
界
で
も
貴
重
な
国
な
の
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。

　
　

地
自
然
に
感
謝
を
し
、ご
先
祖
様
に
感
謝
を
し
、天
皇
陛
下
を
尊
ぶ
。そ
ん
な
姿
が
日
本
人
の
信

　
　
仰
の
原
点
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
る
令
和
の
始
ま
り
で
し
た
。

　
　
（
天
皇
陛
下
の
存
在
に
関
し
て
は
、個
々
の
見
解
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、あ
く
ま
で
私
見
で
あ
し
か
ら
ず
）

　

近
年
、お
参
り
の
皆
様
か
ら「
椅
子
あ
り
ま
す
か
？
」と
の
お

声
を
多
く
頂
戴
し
て
お
り
ま
し
た
。お
寺
の
広
間
と
い
う
と
畳
に

座
布
団
と
い
う
の
が
昔
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、そ
れ
が
故
に

お
寺
か
ら
足
が
遠
の
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、本
年
は
当
寺
が
宗
教
法
人
を
取
得
し
て
五
十
年
の

節
目
に
も
当
た
り
ま
す
の
で
、護
持
会
様
に
ご
協
力
を
頂
き
広
間

の
机
を
入
れ
替
え
、テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
に
模
様
替
え
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
お
盆
や
お
彼
岸
法
要
の
時
も
椅
子
の
数
が
大
幅

に
増
え
ま
す
の
で
、

座
布
団
で
は
座
れ

な
い
！
と
い
う
皆

様
も
お
参
り
し
や

す
く
な
り
ま
す
。

護
持
会
の
皆
様
有

り
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。大
切
に
使

わ
せ
て
頂
き
ま
す
。

「
今
日 

涙
し
て 

明
日
又
笑
お
う
ぞ
」

「
海
應
コ
ラ
ム
」

大
広
間
机
入
れ
替
え
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日
蓮
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総
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身
延
山
久
遠
寺
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菩
提
梯

み
の
ぶ
さ
ん            

く
お
ん
じ                 

ぼ
だ
い
て
い

　
令
和
よ
り
維
持
管
理
の
為
、

使
用
料
を
頂
戴
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。ご
理
解
の
程
宜
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

ご
葬
儀
で
の
使
用

・
護
持
会
員
●
無
料

・
檀
信
徒（
非
護
持
会
員
）●
三
万
円

精
進
落
と
し
で
の
使
用

  

（
法
事
後
の
お
食
事
）●
一
万
円

唱
導
寺
檀
信
徒
会
館
の

使
用
料
に
つ
い
て

三
門
か
ら
本
堂
へ
と
続
く
二
百
八
十
七
段
の
石
段
。

登
り
切
れ
ば
涅
槃
に
達
す
る
と
い
う
意
味
の
梯
は

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
七
字
に
な
ぞ
ら
え

七
区
間
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

ね
は
ん



　
お
寺
に
は
色
々
な
方
が
訪
れ
ま
す
。勿
論
、唱
導
寺
の
檀
信
徒
以
外
の
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。話
し
の
中
で
、「
と
こ
ろ
で
お
宅
の
宗
派
は
何
で
す
か
？
」

と
尋
ね
る
と
、す
ぐ
に「
○
○
宗
で
す
」と
答
え
ら
れ
る
方
は
半
分
以
下
の
よ

う
で
す
。多
く
の
方
が「
え
〜
と
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
っ
た
よ
う
な・・・」「
南
無

妙
法
蓮
華
経
だ
っ
た
よ
う
な・・・」「
う
ち
は
無
宗
派
で
す
」等
々
。

　
さ
て
、こ
の
唱
導
寺
だ
よ
り
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
皆
様
は
唱
導
寺
が
何
宗

か
知
って
い
ま
す
よ
ね
？
そ
う
で
す「
日
蓮
宗
」で
す
。で
は
、日
蓮
宗
徒
と
し
て

こ
れ
だ
け
は
知
って
お
い
て
も
ら
い
た
い
事
を
お
伝
え
し
ま
し
ょ
う
。

久
遠
実
成
本
師
釈
迦
牟
尼
仏

法
華
経
の
十
六
章
で
説
か
れ
て
い
る
、永
遠
の
命
を
持
た

れ
た
仏
様
。久
遠
本
仏
や
寿
量
本
仏
と
も
言
い
ま
す
。実
際

の
形
式
は
十
界
大
曼
荼
羅・宝
塔・仏
像
等
が
あ
り
ま
す
。

南
無
妙
法
蓮
華
経

私
達
と
ご
本
仏
を
繋
げ
、導
い
て
く
れ
る
七
文
字
で
す
。

妙
法
蓮
華
経

お
釈
迦
様
が
晩
年
の
八
か
年
を
か
け
ら
れ
全
て
の
も
の
の

成
仏
を
説
か
れ
た
教
え
。

日
蓮
大
聖
人

貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）二
月
十
六
日
〜

　
　
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）十
月
十
三
日

建
長
五
年（
一
二
五
三
）四
月
二
十
八
日

千
葉
県
の
清
澄
山
の
山
頂
に
て
太
平
洋
か
ら
昇
る
朝
日
に

向
か
い
お
題
目
を
十
辺
唱
え
ら
れ
た
こ
と
を
以
っ
て
開
宗
。

身
延
山 

久
遠
寺

山
梨
県
。日
蓮
大
聖
人
の
遺
言
に
よ
り
お
墓
が
建
て
ら
れ

ま
し
た
。

　
な
ぜ
日
蓮
大
聖
人
は

お
題
目
の
宗
派
を
立
ち

上
げ
ら
れ
た
の
か
？
話

せ
ば
長
〜
く
な
り
ま
す

の
で
簡
単
に
言
え
ば
、

日
蓮
大
聖
人
の
御
在
世

で
あ
る
鎌
倉
時
代
は
、

沢
山
の
寺
院
が
隆
盛
を

誇
っ
て
い
た
に
も
関
わ

ら
ず
、大
地
震
や
飢
饉

な
ど
で
大
衆
が
苦
し
ん
で
い
た
。そ
ん
な

中
で
日
蓮
大
聖
人
は「
仏
教
は
隆
盛
し
て

い
る
の
に
、何
故
飢
饉
疫
病
や
大
地
震
が

起
き
人
々
は
苦
し
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
？
」と
い
う
疑
問
を
持
た
れ
、

お
釈
迦
様
の
全
て
の
教
え
（
一
切
経
）を
学
ば
れ
た
。そ
し
て
つ
い
に
、お
釈

迦
様
滅
後
二
千
年
を
経
過
し
た
末
法
に
は「
法
華
経
」し
か
も「
南
無
妙
法

蓮
華
経
」の
お
題
目
を
弘
め
な
け
れ
ば
救
済
の
道
は
開
か
れ
な
い
と
の
確
信

を
持
た
れ
た
の
で
す
。

　
そ
の
後
は
、お
題
目
を
弘
め
皆
を
救
い
導
く
為
に
、艱
難
辛
苦
を
乗
り

越
え
ら
れ
て
の
ご
生
涯
を
送
ら
れ
ま
し
た
。そ
の
お
題
目
弘
通
の
ご
生
涯

の
中
で
日
蓮
大
聖
人
は
お
釈
迦
様
よ
り
末
法
に
法
華
経
流
布
を
委
嘱
さ

れ
た「
上
行
菩
薩
」の
御
自
覚
を
さ
れ

ま
す
。

　

私
達
が
お
唱
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
る「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」の
お
題
目

は
久
遠
御
本
仏（
お
釈
迦
様
）よ
り
上

行
菩
薩（
日
蓮
大
聖
人
）へ
、そ
し
て
私

達
へ
と
繋
げ
て
く
だ
さ
っ
た

有
り
難
い
お
題
目
な
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
、今
号
も
ご
覧
い
た
だ
き
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。住
職
で
す
。さ
て
、あ
ま
り
興

味
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、今
号
で
は
住
職

の
日
常（
勿
論
お
寺
に
よ
っ
て
違
う
の
で
、唱
導

寺
住
職
限
定
で
す
が…

）を
ご
紹
介
し
ま
す
。

基
本
的
に
決
ま
っ
て
い
る
日
常
は
左
表
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。　

十
一
月
一
日
か
ら
二
月
十
日
の
寒
百
日
は
日
蓮
宗
大
荒

行
堂
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
な
の
で
、そ
の
期
間
は
本
堂
前

の
水
行
場
で
寒
水
で
身
を
浄
め
て
か
ら
、朝
の
勤
行
を
行
い

ま
す
。か
れ
こ
れ
三
十
年
間
水
を
か
ぶ
っ
て
ま
す
ね
。実
は
寒

い
の
は
水
を
か
ぶ
っ
て
い
る
時
よ
り
も
、そ
の
後
の
勤
行
で
ど

ん
ど
ん
冷
え
て
く
る
時
な
の
で
す
。大
き
な
声
で
は
言
え
ま

せ
ん
が
、多
分
身
体
に
は
良
く
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す…

。

　
お
坊
さ
ん
と
い
う
と
皆
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
は
、ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。ゆ
っ
た
り
と
時
間

に
追
わ
れ
ず
に
お
釈
迦
様
の
教
え
と
向
き
合
い

な
が
ら
過
ご
せ
る
こ
と
が
坊
さ
ん
と
し
て
の
理

想
形
で
あ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
。し
か
し
、唱
導

寺
は
町
寺
で
日
々
時
間
に
追
わ
れ
な
が
ら
過
ご
し
て
い
る
感
じ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。特
に
年
末
十
二
月
の
声
を
聞
い
て
か
ら
三
月
の
お
彼
岸
が
終
わ
る
ま
で

は
、毎
年
の
こ
と
で
す
が
月
に
一
日
休
め
る
か
ど
う
か
と
いっ
た
状
態
で
す
。昔

か
ら「
山
の
坊
主
よ
り
里
の
坊
主
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。山
に
篭
って
自

分
の
世
界
に
入
り
覚
り
を
開
く
こ
と
よ
り
も
、世
俗
の
中
で
道
を
求
め
る
こ
と

の
ほ
う
が
、難
し
く
尊
い
と
い
う
言
葉
で
す
。私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
世
俗
に

染
ま
り
ま
く
って
ま
す
が…

残
念
。

　
私
が
現
在
、唱
導
寺
以
外
で
定
期
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
は
某
刑
務
所
で
の

教
誨
活
動
で
す
。各
宗
派
で「
教
誨
師
」と
呼
ば
れ
る
坊
さ
ん
や
神
職
さ
ん
が

い
ま
す
。基
本
的
に
月
に
一
度
刑
務
所
に
出
向
き
、受
刑
者
の
方
々
と
共
に
読

経
を
し
た
り
、法
話
を
し
た
り
、悩
み
を
聞
い
た
り
す
る
の
で
す
が
、私
も
日
蓮

宗
教
誨
師
と
し
て
微
力
で
す
が
活
動
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
の
私
の
悩
み
は
運
動

不
足
。運
動
は
嫌
い
で
は
な

い
の
で
す
が
、中
々
定
期
的

に
で
き
な
い
。ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
は
心
掛
け
て
い
る
の
で
す

が
、毎
日
で
き
な
い…

。ど

う
に
か
し
な
く
て
は
と
思
っ

て
い
ま
す
。

健
康
第
一
！

う
ち
の
お
寺
は
何
宗
だ
っ
け
？

住
職
の
日
常

05：40●起床
　（11月1日～2月10日は05：20起床。その後水行）
　門や雨戸を開けて、洗顔、青汁を飲むのが日課
06：15●朝の勤行
　本堂で約１時間の勤行―宗祖ご真筆御本尊前
　―守護神堂―三宝荒神様（台所の神様）―仏壇
　―久遠廟（永代供養墓）―お地蔵様―普照殿
　（納骨堂）８時過ぎ終了
08：10●朝食
　知り合いに「朝食は納豆とヨーグルトがいい！」
　と言われてから、毎朝納豆ご飯・味噌汁・ヨーグ
　ルト（アロエヨーグルトが好き）を食べています。
08：45●掃除
10：00●法務
　その日によって全く違いますが、ご法事・ご葬儀
　・ご祈祷・ご相談・月参り等々…。その合間に、塔
　婆書や事務仕事・原稿作りなどを行います。
12：00●昼食
　食べたり食べなかったりします。食事をした後は
　どうもお経があげづらいので、法務が立て込ん
　でいる時は、食べない事が多いです。
17：00●普照殿閉堂
　ここからはかなりアバウトです。
　出来る限り夕方にお題目修行。
19：30●夕食
　この日の法務が終わっていれば、アサヒスーパ
　ードライを一本と芋焼酎一杯。
23：00●就寝
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◆住職の一日◆

身延山本堂御本尊
身延山
大本堂と
祖師堂

身延山三門

宗祖ご廟所 開宗旭が森

本堂でのお勤め

寒百日に行う水行

普照殿でのお勤め

塔婆書風景 掃除風景
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