
復刊第五号

2009年3月

身延別院発行

〒103-0001

東京都中央区

日本橋小伝馬町3-2

Tel 03-3661-3996

Fax 03-3663-2766

平成２１年（２００９年）３月 願 満（年３回発行）

副
住
職
が
第
再
行
成
満

寒
壱
百
日

苦
修
錬
行

成
満
の
春
―
―
。
中
山
法
華
経
寺
の
日
蓮

宗
大
荒
行
堂
で
第
再
行
と
し
て
入
行
し
て
い
た
身
延
別
院
の
副
住
職
、

藤
井
教
祥
師
が
二
月
十
日
、
百
日
間
の
修
行
を
終
え
ま
し
た
。
副
住
職

は
同
寺
祖
師
堂
で
成
満
会
に
臨
ん
だ
後
、
藤
井
教
公
住
職
や
檀
信
徒
ら

の
出
迎
え
を
受
け
て
無
事
に
当
院
に
帰
り
ま
し
た
。

こ
の
日
、
法
華
経
寺
の
境
内
に
は
、
ま
だ
夜
が
明
け
切
ら
な
い
う
ち

か
ら
大
勢
の
寺
族
・
檀
信
徒
が
詰
め
か
け
、
赤
、
紫
、
緑
と
色
鮮
や
か

な
成
満
旗
が
各
所
に
並
び
ま
し
た
。
午
前
六
時
、
荒
行
堂
の
瑞
門
が
開

く
と
、
百
七
十
五
人
の
荒
行
僧
が
俗
界
に
姿
を
見
せ
ま
し
た
。
ぼ
さ
ぼ

さ
の
髪
、
伸
び
き
っ
た
髭
が
百
日
間
と
い
う
月
日
を
物
語
っ
て
い
ま
し

た
。
午
前
八
時
か
ら
祖
師
堂
で
成
満
会
が
始
ま
り
、
荒
行
僧
た
ち
の
読

誦
す
る
法
華
経
の
経
文
が
境
内
に
こ
だ
ま
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
荒
行
僧
が
寺
族
・
檀
信
徒
の
も
と
に
次
々
に
戻
り
始
め
、

副
住
職
も
元
気
な
姿
を
見
せ
ま
し
た
。
そ
の
精
か
ん
な
顔
つ
き
は
、
百

日
前
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
檀
信
徒
の
多
く
が
、
副
住

職
の
全
身
か
ら
ほ
と
ば
し
る
ス
ピ
リ
ッ
ツ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
二
月
二
十
二
日
に
は
、
身
延
別
院
で
副
住
職
の
帰
山
奉
告
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
副
住
職
を
は
じ
め
、
荒
行
で
成
満
を
迎
え
た
計
十

三
人
の
荒
行
僧
は
檀
信
徒
と
共
に
十
思
公
園
を
出
発
。
一
行
は
お
題
目

を
唱
え
な
が
ら
、
当
院
の
周
り
を
練
り
歩
き
ま
し
た
。
荒
行
僧
十
三
人

に
よ
る
水
行
も
行
わ
れ
、
大
勢
の
檀
信
徒
が
息
を
飲
ん
で
見
守
り
ま
し

た
。

（
四
、
五
面
に
特
集
）
（
平
山
）

帰山報告式を前に水行で身を清める当院副住職（左

から二番目）ら。檀信徒がこれを見守りました
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第
五
回

札
幌
・
本
龍
寺

市
内
最
古
の
お
寺

今
回
は
札
幌
市
の
妙
見
山
本
龍
寺
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。
私
の
「
御
首
題
を
い
た
だ
く
旅
」
は
、

『
願
満
』
一
号
で
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
二
〇
〇

六
年
五
月
五
日
に
千
葉
・
小
湊
の
日
蓮
宗
大
本

山
、
誕
生
寺
を
訪
れ
た
の
が
始
ま
り
で
し
た
。

そ
の
後
、
知
り
合
い
の
住
職
か
ら
、
「
四
国
八

十
八
か
所
霊
場
め
ぐ
り
や
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場

め
ぐ
り
な
ど
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

日
蓮
聖
人
の
教
え
を
信
仰
す
る
者
に
と
っ
て
は
、

も
っ
と
す
ご
い
も
の
が
あ
る
ん
だ
よ
。
そ
れ
は

『
法
華
霊
場
千
か
寺
ま
い
り
』
と
言
っ
て
、
日
蓮

宗
の
お
寺
な
ど
を
千
か
寺
参
拝
す
る
修
行
だ
。
札

所
め
ぐ
り
の
よ
う
に
順
番
は
決
ま
っ
て
い
な
い
か

ら
、
自
分
自
身
で
お
寺
を
探
し
、
訪
ね
て
い
く
ん

だ
よ
」
と
い
う
話
を
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
初
め
は

そ
れ
だ
け
の
会
話
に
終
わ
り
、
千
か
寺
ま
い
り
の

こ
と
な
ど
忘
れ
て
い
ま
し
た
が
、
「
南
無
妙
法
蓮

華
経
」
の
文
字
の
美
し
さ
に
取
り
つ
か
れ
て
お
寺

を
訪
ね
て
い
た
私
は
、
ひ
そ
か
に
「
千
か
寺
」
を

意
識
し
始
め
ま
し
た
。

ほ
ど
な
く
身
延
別
院
の
藤
井
住
職
と
出
会
い
、

こ
こ
で
全
国
の
お
寺
の
情
報
を
い
た
だ
く
よ
う
に

な
り
、
信
心
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
す
。
一
番
参

考
に
な
る
の
は
、
池
上
本
門
寺
が
一
九
五
〇
年
代

に
刊
行
し
た
「
日
蓮
宗
寺
院
大
鑑
」
。
全
国
の
日

蓮
宗
寺
院
の
一
覧
で
、
旅
に
出
る
と
き
は
い
つ
も

身
延
別
院
で
こ
れ
を
見
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

初
め
て
の
土
地
で
、
や
み
く
も
に
日
蓮
宗
寺
院
を

探
し
て
も
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
前
置
き
が
長
く

な
り
ま
し
た
。

先
日
、
札
幌
市
の
本
龍
寺
を
参
拝
し
た
の
も
身

延
別
院
で
い
た
だ
い
た
寺
院
大
鑑
で
調
べ
て
お
い

た
か
ら
で
す
。
通
称
「
開
運
の
妙
見
」
。
慶
応
三

年
（
一
八
六
七
年
）
の
創
立
で
、
札
幌
市
内
最
古

の
寺
院
だ
そ
う
で
す
。
御
首
題
を
お
願
い
し
た
お

上
人
が
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
、
「
そ
う
で
す
か
、

千
か
寺
ま
い
り
で
す
か
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
張
り
切

っ
て
書
か
せ
て
も
ら
お
う
か
な
」
。
参
拝
後
に
手

渡
さ
れ
た
御
首
題
帳
を
見
る
と
、
「D

r
e
a
m

F
a
r

A
w
a
y

」
と
英
語
の
文
字
が
。
い
た
だ
い
た
御
首

題
は
六
百
を
超
え
ま
し
た
が
、
英
文
字
表
記
は
初

め
て
の
こ
と
で
し
た
。

後
で
藤
井
教
公
住
職
か
ら
聞
い
た
の
で
す
が
、

本
龍
寺
は
、
藤
井
住
職
が
北
大
の
学
生
さ
ん
と
共

に
古
武
道
の
鹿
島
神
流
の
稽
古
で
、
道
場
と
し
て

毎
週
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
な
ん

と
い
う
偶
然
で
し
ょ
う
。
驚
い
て
し
ま
い
ま
し

た
。

（
平
山

徹
・
新
聞
記
者
）

一階のステンドグラスが印象的な本龍寺本堂
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厳
か
に
帰
山
奉
告
式

檀
信
徒
が
百
五
十
人

檀
信
徒
さ
ん
が
い
つ
で
も
気
軽
に
立
ち
寄
る
こ

と
が
で
き
、
ほ
っ
と
安
ら
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、
そ

ん
な
お
寺
に
す
る
た
め
に
私
は
歩
ん
で
い
き
た
い

―
―
二
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
帰
山
奉
告
式

で
、
身
延
別
院
副
住
職
の
藤
井
教
祥
師
は
こ
う
誓

い
ま
し
た
。

中
山
法
華
経
寺
の
荒
行
堂
で
第
再
行
を
達
成
し

た
副
住
職
の
姿
を
見
よ
う
と
、
こ
の
日
は
百
五
十

人
も
の
檀
信
徒
が
当
院
を
訪
れ
ま
し
た
。
一
行
は

十
思
公
園
で
副
住
職
を
は
じ
め
十
三
人
の
荒
行
僧

を
囲
ん
で
記
念
撮
影
を
行
っ
た
の
ち
、
お
寺
を
中

心
と
す
る
小
伝
馬
町
一
帯
を
練
り
歩
き
ま
し
た
。

一
行
が
お
寺
に
到
着
す
る
と
、
今
度
は
荒
行
僧
に

よ
る
水
行
に
。

十
三
人
の
荒
行
僧
は
本
堂
の
前
に
設
け
ら
れ
た

水
盤
の
前
に
位
置
取
り
、
経
文
を
唱
え
た
後
、
一

斉
に
手
桶
で
わ
が
身
に
水
を
か
け
ま
し
た
。

水
し
ぶ
き
は
檀
信
徒
の
す
ぐ
近
く
に
ま
で
飛
び

散
り
、
そ
の
迫
力
が
檀
信
徒
の
一
人
一
人
に
伝
わ

っ
て
き
ま
し
た
。

荒行僧による勇壮な水行

水行肝文を言上する荒行僧

水取りを着て檀信徒の前に姿を見せた副住職
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「共に歩む寺に」と誓い

副
住
職
が
謝
辞

水
行
の
後
は
、
本
堂
で
帰
山
奉
告
式
が
行
わ
れ
、

第
再
行
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
証
す
る
許
証
が
、
東

京
東
部
修
法
師
会
会
長
の
渡
辺
貫
也
僧
正
か
ら
副
住

職
へ
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
行
僧
を
代
表
し
て
、
第
五
行
全
堂
副
代
表
の

林
貫
恵
上
人
は
、
「
第
再
行
と
い
う
の
は
、
行
堂
で

は
初
行
の
荒
行
僧
を
鍛
え
、
自
ら
も
行
に
励
む
大
変

厳
し
い
立
場
に
あ
る
。
藤
井
副
住
職
は
そ
れ
を
立
派

に
成
し
遂
げ
た
。
第
再
行
で
体
得
し
た
も
の
を
檀
信

徒
の
皆
さ
ん
に
恩
返
し
し
て
ほ
し
い
。
檀
信
徒
の
皆

さ
ん
は
、
い
つ
か
ま
た
副
住
職
を
第
三
行
に
送
り
出

し
て
ほ
し
い
」
と
話
し
ま
し
た
。
続
い
て
東
京
都
東

部
宗
務
所
所
長
の
鈴
木
良
敬
僧
正
を
は
じ
め
、
来
賓

の
僧
侶
の
皆
さ
ん
か
ら
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
に
あ
い
さ
つ
に
立
っ
た
副
住
職
は
「
檀
信
徒

さ
ん
の
お
か
げ
で
こ
う
し
て
無
事
に
第
再
行
を
成
し

遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
寺
と
い
う
も
の
は

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
が
い
つ
で
も
立
ち
寄
り
、
住
職
や

お
寺
の
家
族
と
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
て
、
そ
こ
で
皆

さ
ん
が
少
し
で
も
笑
み
を
見
せ
て
く
れ
た
な
ら
、
安

ら
ぐ
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る

意
義
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
寺
に
足

を
運
ん
で
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
ど
ん
な
こ
と
で
も
話

し
て
く
だ
さ
い
。
私
は
い
つ
で
も
皆
さ
ん
の
た
め
に

あ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
謝
辞
を
述
べ
ま
し

た
。

十思公園を出

発する行列

（写真上）

許証を受け取

る副住職

（写真左）

謝辞を述べる

副住職

（写真下左）

当院到着後、

本堂前にて読

誦する荒行僧

（写真下右）
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節
分
会
と
星
祭
り
に
九
十
人

身
延
別
院
の
節
分
会
と
星
祭
り
が
二
月
三
日
に
行
わ

れ
ま
し
た
。
毎
年
恒
例
の
行
事
で
、
年
男
・
年
女
の
檀

信
徒
さ
ん
が
本
堂
か
ら
境
内
の
参
詣
者
に
向
か
っ
て
、

袋
詰
め
に
し
た
豆
を
元
気
に
ま
き
ま
し
た
。
こ
の
日
午

後
一
時
か
ら
、
本
堂
で
節
分
会
追
儺
式
が
行
わ
れ
、
檀

信
徒
九
十
人
が
ご
祈
祷
を
受
け
ま
し
た
。
今
年
は
お
天

気
に
も
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
午
後
一
時
五
十
分
の

豆
ま
き
の
時
刻
ま
で
に
は
た
く
さ
ん
の
参
詣
者
が
境
内

に
集
ま
り
ま
し
た
。
年
男
・
年
女
の
皆
さ
ん
が
「
除
災

得
幸

福
は
内
」
と
言
い
な
が
ら
、
大
き
な
枡
か
ら
一

斉
に
豆
を
ま
く
と
、
参
詣
者
は
夢
中
に
な
っ
て
受
け
止

め
て
い
ま
し
た
。
用
意
し
た
八
斗
分
の
大
豆
も
数
分
間

で
な
く
な
る
な
ど
、
今
年
も
盛
況
で
し
た
。

こ
の
後
、
本
堂
で
は
年
男
・
年
女
の
皆
さ
ん
を
中
心

に
、
豪
華
賞
品
の
当
た
る
福
引
が
行
わ
れ
、
賞
品
を
引

き
当
て
る
た
び
に
大
き
な
拍
手
が
起
こ
っ
て
い
ま
し

た
。

節
分
会
の
豆
入
れ
奉
仕

身
延
別
院
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
が
一
月
十
九
、
二
十

日
、
節
分
会
（
豆
ま
き
）
に
用
い
る
豆
の
袋
詰
め
に
取

り
組
み
ま
し
た
。
身
延
別
院
で
は
ま
か
れ
た
豆
を
参
詣

者
が
持
ち
帰
れ
る
よ
う
に
、
小
さ
な
ビ
ニ
ー
ル
の
袋
に

詰
め
て
い
ま
す
。
八
斗
分
も
の
た
く
さ
ん
の
豆
を
小
さ

な
袋
に
詰
め
る
の
は
根
気
の
要
る
作
業
で
す
が
、
檀
信

徒
さ
ん
た
ち
は
会
話
を
楽
し
み
な
が
ら
手
分
け
し
て
進

め
て
い
ま
し
た
。
豆
入
れ
奉
仕
に
参
加
い
た
だ
い
た
の

は
以
下
の
皆
さ
ん
で
す
。

阿
久
津
喜
美
子
、
林
好
江
、
小
島
喜
恵
子
、
小
林
聰

子
、
西
原
妙
子
、
飯
田
望
、
石
田
光
子
、
黒
石
鈴
子
、

北
村
孝
子
、
石
渡
日
出
子
、
田
中
京
子
、
相
羽
泰
則
、

寺
久
保
ト
シ
子
（
敬
称
略
）
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

新
年
祈
祷
会
に
二
百
五
十
人

新
年
祈
祷
会
が
一
月
一
日
か
ら
三
日
ま
で
開
か
れ

ま
し
た
。
身
延
別
院
の
新
年
最
初
の
行
事
で
す
。
大
晦

日
の
午
後
十
一
時
ご
ろ
か
ら
参
詣
者
が
訪
れ
始
め
、
ご

祈
祷
は
元
日
午
前
零
時
の
時
報
に
合
わ
せ
て
始
ま
り
ま

し
た
。
未
明
の
午
前
二
時
ご
ろ
ま
で
続
け
ら
れ
、
い
っ

た
ん
終
了
し
た
後
、
午
前
八
時
か
ら
再
び
始
め
ま
し

た
。
三
日
間
で
訪
れ
た
参
詣
者
は
約
二
百
五
十
人
に
上

り
ま
し
た
。
ご
祈
祷
を
終
え
る
と
、
藤
井
住
職
か
ら
参

詣
者
一
人
一
人
に
お
と
そ
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
し
た
。

寺
の
動
き

豆まきにはたくさんの人が集まりました

年男年女の檀信徒さんらは福引抽選会を楽しみました



荒
行
堂
の
副
住
職
を
見
舞
い

身
延
別
院
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
が
一
月
十
一
日
、
東

京
都
葛
飾
区
の
題
経
寺
（
柴
又
帝
釈
天
）
と
千
葉
県
市

川
市
の
大
本
山
・
中
山
法
華
経
寺
を
参
拝
に
訪
れ
ま
し

た
。
参
加
し
た
の
は
藤
井
住
職
、
河
野
信
成
師
は
じ
め

檀
信
徒
さ
ん
ら
計
六
十
五
人
。
一
行
は
マ
イ
ク
ロ
バ
ス

二
台
に
分
乗
し
、
最
初
に
題
経
寺
を
訪
れ
、
本
堂
で
ご

開
帳
を
受
け
ま
し
た
。

続
い
て
訪
れ
た
法
華
経
寺
で
は
、
荒
行
堂
で
修
行
中

の
藤
井
教
祥
副
住
職
を
見
舞
い
ま
し
た
。
荒
行
堂
の
周

辺
は
、
荒
行
僧
を
見
舞
う
た
め
に
各
地
か
ら
訪
れ
た
団

体
参
拝
客
で
混
雑
し
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
副
住
職
は

元
気
な
姿
を
見
せ
ま
し
た
。
一
行
は
荒
行
堂
に
案
内
さ

れ
、
多
く
の
荒
行
僧
に
囲
ま
れ
て
ご
祈
祷
を
受
け
ま
し

た
。
カ
チ
カ
チ
と
い
う
木
剣
の
響
き
が
前
後
左
右
か
ら

シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
降
り
注
い
だ
の
が
印
象
的
で
し

た
。続

い
て
市
川
市
の
総
武
霊
園
を
訪
れ
、
身
延
別
院
開

山
で
身
延
山
久
遠
寺
第
七
十
三
世
法
主
の
文
明
院
日
薩

上
人
と
、
身
延
別
院
初
代
住
職
で
身
延
山
久
遠
寺
第
八

十
六
世
法
主
の
藤
井
日
静
上
人
の
お
墓
参
り
を
し
ま
し

た
。

青
年
会
か
ら
の
お
願
い

青
年
会
で
は
子
育
て
支
援
の
活
動
費
を
集
め
る
た
め

に
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
出
店
し
ま
す
。
フ
リ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
で
扱
う
品
物
（
新
品
）
を
お
譲
り
下
さ
い
。

こ
れ
ま
で
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
の
は
以
下
の
皆
さ
ん

で
す
。
青
山
芳
江
、
永
井
忠
弘
、
鈴
木
秀
子
、
鈴
木
き

み
、
粂
野
千
代
子
、
石
渡
日
出
子
、
遠
田
光
子
、
上
野

蘭
子
、
亀
谷
洋
子
、
岡
本
英
一
、
池
本
国
男
（
敬
称

略
）
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

三
月
十
四
日
（
土
）
身
延
山
東
京
本
願
人
会
主
催

信
行
会

午
後
二
時
よ
り

十
七
日
（
火
）
～
二
十
三
日
（
月
）
春
季
彼
岸
会

二
十
三
日
（
月
）
彼
岸
会
施
餓
鬼
法
要
並
大
黒
天
祭

午
後
一
時
よ
り

四
月

一
日
（
水
）
願
満
祖
師
御
開
帳

八
日
（
水
）
花
ま
つ
り

終
日
甘
茶
供
養

十
二
日
（
日
）
十
三
日
講
法
要
並
法
話

午
後
一
時
よ
り

桜
の
開
花
が
間
近
な
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
『
願

満
』
第
五
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
回
は
、
藤
井
教
祥

副
住
職
が
日
蓮
宗
大
荒
行
の
第
再
行
を
達
成
し
た
こ
と

を
記
念
し
、
こ
れ
を
特
集
し
ま
し
た
。
帰
山
奉
告
式
の

写
真
か
ら
も
、
荒
行
の
厳
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
思

い
ま
す
。

ま
た
、
二
月
の
節
分
会
で
は
、
初
め
て
子
供
さ
ん
向

け
の
福
引
き
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
任
天
堂W

ii

な
ど
、

景
品
が
当
た
っ
た
檀
信
徒
さ
ん
は
大
喜
び
で
し
た
。
来

年
も
た
く
さ
ん
の
子
供
さ
ん
が
参
加
し
て
い
た
だ
け
た

ら
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

次
回
発
行
は
お
盆
過
ぎ
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ど
う

ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。
（
徹
）

平成２１年（２００９年）３月 願 満（年３回発行）

今
後
の
予
定

編
集
後
記

荒行僧によるご祈祷を受けた後、行堂の前にて記念撮影

荒行堂で姿を見せた副住職


