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日時：８月１２日（月）

  午前８時頃～午後１時頃

　　　　　１３日（火）

　
左
の
絵
は
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
活
躍
し
た
日
本
画
家
・
版
画
家
・
挿
絵
画
家
・

装
幀
家
の
小
村
雪
岱
（
こ
む
ら
せ
っ
た
い1

8
8
7
-
1
9
4
0

）
と
い
う
人
の
『
青
柳
』
と
い

う
木
版
画
で
す
。
畳
の
上
に
三
味
線
と
鼓
だ
け
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

る

す

も

よ

う

人
物
を
描
か
ず
、
物
や
風
景
だ
け
で
人
の
存
在
を
暗
示
す
る
手
法
を
「
留
守
模
様
」
と

令和 ６年夏号

西
方
に
す
な
わ
ち
一 

つ
の
蓮
あ
り
て
生
ず

浄
信
寺
副
住
職
　 

羽 

塚 

高 

照

ま

き

え

い
い
ま
す
。
絵
画
だ
け
で
な
く
、
蒔
絵
や

屏
風
絵
な
ど
で
も
使
わ
れ
る
手
法
で
す
。

『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
文

学
や
、
能
や
狂
言
な
ど
を
主
題
に
し
て
、

登
場
人
物
を
描
か
ず
、
象
徴
的
な
背
景
や

持
ち
物
な
ど
か
ら
、
特
定
の
場
面
を
連
想

せ
っ
た
い

さ
せ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
雪
岱
の
『
青

柳
』
は
、
特
定
の
場
面
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
が
、
お
稽
古
の
始
ま
る
前
で
緊
張
し

て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
休
憩
中
で
お
菓

子
で
も
食
べ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
描
か

れ
て
い
な
い
人
物
へ
の
想
像
力
が
か
き
た

て
ら
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
留
守
模
様
に
つ
い
て
ふ
れ
た
の

は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
を
描
く
仏
教
芸

術
に
、「
ブ
ッ
ダ
な
き
仏
伝
図
」
と
よ
ば
れ

る
、
お
釈
迦
さ
ま
の
す
が
た
を
描
か
な
い

も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
が
、
ま
ず
は
、
仏

教
の
起
源
で
あ
る
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
を

み
て
お
き
ま
す
。

　
　
お
釈
迦
様
の
生
涯

　
二
五
〇
〇
年
以
上
の
仏
教
の
歴
史
は
、

か
つ
て
イ
ン
ド
に
歴
史
的
に
実
在
し
た

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
い
う
ひ
と

り
の
人
物
を
出
発
点
と
し
て
い
ま
す
。
釈

迦
族
と
い
う
国
の
王
子
で
し
た
の
で
「
お

釈
迦
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
る
わ
け
で
す
。
お

釈
迦
さ
ま
は
結
婚
し
、
息
子
が
産
ま
れ
た

インド最古の仏教遺跡サーンチーの仏塔

※ https://www.pen-online.jp/article/

007730.html

（
唐
の
法
照
禅
師
『
五
会
法
事
讃
』
）

る

す

も

よ

う

　
「
留
守
模
様
」

れ
ん
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後
に
出
家
し
ま
す
。
二
十
九
歳
で
あ
っ
た

と
さ
れ
ま
す
。
出
家
者
と
な
っ
た
お
釈
迦

だ
ん
じ
き

さ
ま
は
、
六
年
に
わ
た
り
苦
行
と
断
食
を

実
践
し
ま
す
が
、
そ
の
極
限
で
、
そ
れ
ら

が
さ
と
り
へ
の
手
段
と
し
て
無
益
で
あ
る

こ
と
を
知
り
、
中
止
し
ま
す
。
お
釈
迦
さ

ま
は
、
ス
ジ
ャ
ー
タ
と
い
う
人
か
ら
の
乳

粥
の
施
し
に
よ
っ
て
気
力
・
体
力
を
回
復

ぼ

だ

い

じ

ゅ

し
、
後
に
「
菩
提
樹
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と

め
い
そ
う

に
な
る
一
本
の
樹
の
下
に
座
り
、
冥
想
に

入
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
悪
魔
た
ち
が
攻
撃

を
し
か
け
て
き
ま
す
。
悪
魔
と
は
死
・
愛

欲
と
い
っ
た
も
の
の
象
徴
で
し
ょ
う
が
、

お
釈
迦
さ
ま
は
そ
れ
を
し
り
ぞ
け
、
さ
と

り
を
ひ
ら
き
「
ブ
ッ
ダ
（
目
覚
め
た
人
）
」

ぼ
ん
て
ん

と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
梵
天
と
い
う
神

の
も
と
め
に
応
じ
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
か

つ
て
一
緒
に
修
行
を
し
た
こ
と
も
あ
る
五

人
の
出
家
者
に
、
初
め
て
教
え
を
説
き
ま

す
。
そ
の
後
、
四
十
五
年
に
わ
た
る
伝
道

の
生
活
を
送
ら
れ
ま
す
が
、
お
釈
迦
さ
ま

も
人
間
で
す
か
ら
亡
く
な
り
ま
す
。
八
十

歳
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
ま
す
。

　
仏
典
で
は
お
釈
迦
さ
ま
の
死
を
、

に
ゅ
う
め
つ

ね

は

ん

「
入
滅
」「
涅
槃
に
入
る
」
と
表
現
し
ま
す
。

仏
教
で
は
お
釈
迦
さ
ま
は
、
肉
体
を
も
っ

た
存
在
と
し
て
は
こ
の
世
に
い
な
い
け
れ

ど
、
い
ま
も
実
在
し
て
い
る
、
と
信
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
が
火
葬
さ
れ

ぶ
っ
し
ゃ
り

た
後
の
遺
骨
（
＝
仏
舎
利
）
が
分
配
さ
れ
、

そ
の
仏
舎
利
を
納
め
た
仏
塔
が
各
地
に
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
仏
塔
は
、
ま
さ

に
永
遠
に
実
在
す
る
お
釈
迦
さ
ま
そ
の
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
そ
の
仏
塔
の
側
面
や
、
そ
こ
へ
と
至
る

ら
ん
か
ん

た
め
の
門
や
欄
干
な
ど
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に

し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
を
物
語
る
仏

伝
文
学
や
、
そ
の
前
世
で
の
功
徳
行
を
物

語
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る

う
き
ぼ
り

浮
彫
彫
刻
な
ど
の
仏
教
芸
術
が
発
展
し
て

い
き
ま
す
。

　
　
「
ブ
ッ
ダ
な
き
仏
伝
図
」

　
そ
の
仏
塔
の
ま
わ
り
か
ら
、
私
た
ち
が

今
日
で
も
見
る
こ
と
の
で
き
る
仏
像
も
出

現
し
て
く
る
の
で
す
が
、
実
は
、
人
物
と
し

て
か
た
ち
を
と
っ
た
仏
像
が
つ
く
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
に
は
、
仏
滅
後
四
〇
〇
年
以

上
経
っ
て
か
ら
の
紀
元
後
一
世
紀
頃
を
待

た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
前
は
、

「
ブ
ッ
ダ
な
き
仏
伝
図
」
と
も
呼
ば
れ
、
お

釈
迦
さ
ま
の
す
が
た
を
直
接
描
く
と
い
う

こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま

あ
し
あ
と

ぶ
っ
そ
く
せ
き

の
存
在
は
、
そ
の
足
跡
（
仏
足
跡
）
や
菩
提

し
ょ
う
ち
ょ
う

樹
な
ど
の
象
徴
で
暗
示
さ
れ
る
の
み
だ
っ

た
の
で
す
。

ご
う
ま
じ
ょ
う
ど
う

　
降
魔
成
道
と
称
さ
れ
る
上
図
の
彫
刻
は
、

ち
ょ
う
ぶ
く

お
釈
迦
さ
ま
が
悪
魔
を
調
伏
し
、
さ
と
り

を
得
た
場
面
を
表
現
し
た
彫
刻
で
、
紀
元

後
二
世
紀
頃
に
南
イ
ン
ド
で
つ
く
ら
れ
た

も
の
で
す
。
主
人
公
た
る
お
釈
迦
さ
ま
は

ぼ

だ

い

じ

ゅ

描
か
れ
ず
、
菩
提
樹
と
そ
の
根
元
に
あ
る

か
ら空

の
座
席
で
暗
示
さ
れ
る
の
み
で
す
。
ま

あ

く

ま

わ
り
に
描
か
れ
る
の
は
悪
魔
で
す
が
、
左

側
は
襲
い
か
か
る
様
子
が
、
右
側
は
退
散

し
て
く
様
子
が
、
一
つ
の
彫
刻
の
な
か
で

表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
右
図
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
初
め
て
の
説

し
ょ
て
ん
ぽ
う
り
ん

法
（
初
転
法
輪
）
の
場
面
の
彫
刻
で
す
。
ガ

ン
ダ
ー
ラ
で
一
世
紀
頃
に
つ
く
ら
れ
ま
し

ぼ
ん
て
ん

た
。
五
人
の
出
家
者
と
、
も
う
一
人
は
梵
天

で
し
ょ
う
か
、
彼
ら
が
礼
拝
す
る
先
に
は
、

ほ
う
り
ん

法
輪
と
柱
が
描
か
れ
る
の
み
で
す
。
初
転

ろ

く

や

お

ん

法
輪
は
、
鹿
の
多
く
い
た
鹿
野
苑
と
い
う

場
所
だ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま

は
様
々
な
場
所
で
多
く
の
説
法
を
さ
れ
ま

降魔成道（ごうまじょうどう）

初転法輪（しょてんぽうりん)
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し
た
が
、
二
匹
の
鹿
が
見
守
っ
て
い
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
が
初

転
法
輪
の
場
面
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

ほ
う
か
い
こ
う
げ

　
右
の
写
真
は
、
宝
階
降
下
つ
ま
り
お
釈

と
そ
つ
て
ん

迦
さ
ま
が
兜
率
天
か
ら
降
り
て
く
る
と
い

う
物
語
の
場
面
の
彫
刻
で
す
。
一
世
紀
こ

ろ
の
も
の
で
、
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
で
発

見
さ
れ
ま
し
た
。
天
と
地
上
を
つ
な
ぐ
階

段
が
あ
り
、
そ
の
ま
わ
り
を
神
々
が
見

守
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
主
人
公
の
姿
は

描
か
れ
ず
、
階
段
の
下
の
ほ
う
に
た
だ
足

跡
の
み
が
あ
る
だ
け
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
彫
刻
は
、
仏
塔
の
単
な
る

装
飾
で
は
な
く
、
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
を

え

と

物
語
る
仏
伝
文
学
と
セ
ッ
ト
で
、
「
絵
解

き
」
の
よ
う
な
か
た
ち
で
使
わ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
仏

塔
の
あ
る
と
こ
ろ
に
お
釈
迦
さ
ま
は
実
在

し
て
お
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
仏
塔
に
仏
弟
子
た
ち
は
集
ま
っ
て
、
お

釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
皆
で
声
を
合
わ
せ
て

歌
っ
た
り
、
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
を
物

語
っ
た
り
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
集

ま
っ
て
い
る
聴
衆
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
す

が
た
を
、
そ
の
お
釈
迦
さ
ま
の
描
か
れ
て

い
な
い
彫
刻
の
上
に
、
あ
り
あ
り
と
思
い

描
く
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
。
描
か
れ

固
定
さ
れ
た
像
よ
り
も
、
む
し
ろ
よ
り

い
っ
そ
う
イ
キ
イ
キ
と
、
画
面
の
な
か
を

動
き
回
る
お
釈
迦
さ
ま
の
す
が
た
を
思
い

浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
聴
衆
は
、
た
だ
聞
く
の
で
は

な
く
、
物
語
に
集
中
し
、
能
動
的
に
お
釈

迦
さ
ま
の
す
が
た
を
念
じ
る
と
い
う
か
た

ち
で
、
そ
の
絵
解
き
に
参
加
し
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
す
が
た
を
描
か
な
い
彫
刻

は
、
ま
さ
に
そ
こ
に
集
ま
る
仏
弟
子
た
ち

そ
れ
ぞ
れ
が
、
お
釈
迦
さ
ま
と
出
あ
う
こ

と
の
で
き
る
舞
台
装
置
と
し
て
の
役
目
を

果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
　

　
本
来
あ
る
べ
き
も
の
が
そ
こ
に
な
い
と

い
う
こ
と
が
、
不
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
、
か
え
っ
て
そ
の
存
在
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
亡
く
な
っ
た
人
の
遺
品
、
そ

の
人
が
い
つ
も
い
た
場
所
な
ど
、
そ
の
人

が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
い
ま
ま
で
そ

こ
に
あ
っ
た
存
在
と
い
う
も
の
を
、
よ
り

一
層
つ
よ
く
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。「
な
い
」
こ
と
が

「
あ
る
」
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
、
不

思
議
な
感
覚
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
た
ち
に
と
っ
て
お
仏
壇
や
お
位
牌
、

お
墓
や
納
骨
し
た
場
所
が
大
切
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
そ
う
い
う
感
覚
が
呼
び
起
さ

れ
る
場
所
だ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
仏
壇
や
そ
の
中
の
位
牌
、
墓
石
や
遺

骨
、
あ
る
い
は
遺
品
が
、
亡
く
な
っ
た
人
そ

の
も
の
で
な
い
こ
と
を
私
た
ち
は
、
も
ち

ろ
ん
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ

た
も
の
を
私
た
ち
が
大
切
に
思
う
の
は
、

そ
こ
が
亡
く
な
っ
た
人
と
出
会
え
る
場
所

だ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

ね

は

ん

　
お
釈
迦
さ
ま
が
涅
槃
に
入
ら
れ
、
仏
弟

子
た
ち
は
お
釈
迦
さ
ま
に
会
う
こ
と
は
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
残
さ
れ
た

仏
弟
子
た
ち
は
、
仏
塔
や
「
ブ
ッ
ダ
な
き
仏

伝
図
」
を
介
し
て
、
あ
る
い
は
伝
承
さ
れ
て

い
る
教
え
の
言
葉
の
な
か
で
、
お
釈
迦
さ

ま
に
出
あ
う
と
い
う
体
験
を
し
て
い
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
仏
弟
子
た
ち
の
思
い
の

宝階降下(ほうかいこうげ) 丸で囲まれたの所に足跡が彫られている。
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令和６年１１月９日（土）

午前１０：３０～

勤行・お説教・おとき

４

参
考
資
料
・
引
用
：
ブ
ッ
ダ
展
ー
大
い
な

る
旅
路1

9
9
8

年
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
資
料

中
で
、
念
じ
る
対
象
と
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま

は
ず
っ
と
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
と
言
え

る
か
と
思
い
ま
す
。

　
「
ブ
ッ
ダ
な
き
仏
伝
図
」
は
二
〇
〇
〇
年

前
の
イ
ン
ド
の
話
で
す
が
、
こ
れ
は
、
い
ま

現
在
の
私
た
ち
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
行
う
法
要
と

い
う
も
の
は
、
阿
弥
陀
仏
と
、
そ
の
浄
土
に

往
生
さ
れ
た
方
々
と
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
出
あ
う
た
め
の
舞
台
装
置
な
の
で
は

あ

み

だ

き

ょ

う

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。『
阿
弥
陀
経
』

は
、
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
極
楽
浄
土
を
ほ
め

う
た
う
経
典
で
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
も
、

阿
弥
陀
仏
の
お
ら
れ
る
そ
の
浄
土
に
往
生

さ
れ
ま
す
。『
阿
弥
陀
経
』
を
唱
え
る
こ
と

で
、
そ
の
法
要
の
場
が
、
私
た
ち
は
煩
悩
を

も
っ
て
生
き
て
い
ま
す
の
で
、
浄
土
そ
の

も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
浄

土
へ
と
開
か
れ
た
場
と
な
る
。
お
経
を
唱

え
る
、
そ
し
て
そ
れ
を
聞
く
と
い
う
こ
と

に
は
、
そ
ん
な
意
味
が
あ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。

　
お
経
は
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
こ
と
を
直

接
う
た
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

方
が
お
ら
れ
る
場
所
の
こ
と
を
う
た
っ
て

い
る
。
私
た
ち
は
、
阿
弥
陀
経
を
唱
え
な
が

ら
、
そ
こ
に
い
る
は
ず
の
存
在
、
そ
れ
は
不

可
思
議
で
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
そ
こ

に
い
る
は
ず
の
存
在
を
念
じ
、
思
い
を

向
け
る
の
で
す
。

　
そ
う
い
う
か
た
ち
で
、
私
た
ち
は
、
目

に
は
見
え
な
い
存
在
に
、
会
う
こ
と
は

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
存
在
に
出

あ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
儀
式
・
法

要
と
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
器
で
す
。

そ
こ
に
参
列
す
る
一
人
ひ
と
り
の
念
じ

る
と
い
う
行
為
が
重
な
っ
て
、
法
要
と

い
う
も
の
は
完
成
す
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

　
親
鸞
聖
人
の
書
か
れ
た
『
教
行
信
証
』

と
い
う
書
物
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な

言
葉
が
あ
り
ま
す
。（
真
宗
聖
典
　
１
８

０
頁
）

　こ
の
界
に
一
人
（
い
ち
に
ん
）
、
仏
の
名

（
み
な
）
を
念
ず
れ
ば
、 

 

西
方
に
す
な

わ
ち
一
つ
の
蓮
（
れ
ん
）
あ
り
て
生
ず

ひ

が

ん

し

が

ん

　
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
、
彼
岸
と
此
岸
、
浄

え

ど

土
と
穢
土
。
浄
土
は
、
私
た
ち
が
い
る
世

界
と
は
違
う
世
界
と
し
て
た
て
ら
れ
る

の
で
す
が
、
こ
の
世
界
で
私
た
ち
が
、
仏

み

な

の
御
名
を
念
ず
る
な
ら
ば
、「
西
方
」
つ

ま
り
西
方
極
楽
浄
土
に
一
つ
の
蓮
の
花

が
咲
く
、
と
い
う
の
で
す
。
浄
土
は
私
た

ち
と
無
関
係
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。「
蓮
の
花
が
咲
く
」
と
い
う
の
は
、
た

と
え
な
の
で
し
ょ
う
が
、
浄
土
、
そ
し
て

そ
こ
に
お
ら
れ
る
方
々
と
私
た
ち
と
は
、

ね
ん念

ず
る
こ
と
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
（
副
住
職
　
羽
塚
　
高
照
）

住 職 の 独 り 言

今年の寺報は、副住職の文章を掲載しました。

　今年は新年早々能登の地震で、知り合いの寺院に

も堂宇が全壊して避難生活を余儀なくされていると

聞きおよび複雑な思いです。
ずいまくえん

　自坊にても、坊守が２月に髄膜炎で３週間ほど入

院して、無事退院しました。４月中旬には住職が、尿
じんうえん わず

管結石の影響で高熱で腎盂炎を患い、３週間入院の

後、自宅で外来加療の後、６月下旬に尿管結石の破

壊・摘出手術を受けて７月には、自坊に戻りました。

数ヶ月間カテーテルで排尿していた関係で、この管

が抜けたら、歌を忘れたカナリヤじゃないけれど、自

力で排尿できなくなって、尿閉になり、泌尿器外来で

間欠導尿を指導され、日に数回膀胱に管を自分で挿

入しての排尿を余儀なくされました。しかし徐々に

この回数も減り、自力で排尿できるまでに戻りつあ

ります。普段は全く無意識での生理現象に過ぎない

なのだが、排尿したくても出来ない苦痛と、自力で排

尿できた喜びに、感動すら覚える。そんな世界が実際

に経験してみないと分からないのだが、ある事に気

付かされました。　　　　　　　住職（羽塚　孝和）


