
眼

横

鼻

直

残
暑
厳
し
き
折
柄
、
壇
信
徒
皆
様
に
は
益
々
ご
清
栄
の
こ

と
と
拝
察
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
も
恒
例
の
盂
蘭
盆
大
施
食
会
を
無
事
に
厳
修
出
来
ま

し
た
こ
と
は
皆
様
の
御
法
愛
の
賜
物
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
の
お
盆
に
来
寺
さ
れ
た
皆
様
に
「
眼
横
鼻
直
」
と
い

う
禅
語
を
記
し
た
達
磨
の
う
ち
わ
を
配
布
致
し
ま
し
た
。

曹
洞
宗
の
開
祖
道
元
禅
師
は
自
己
の
師
匠
に
め
ぐ
り
逢
う

た
め
に
命
を
か
け
て
中
国
に
渡
り
ま
し
た
。
中
国
に
渡
っ
て

す
ぐ
に
師
と
出
逢
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
ち
こ
ち
の
道
場

を
訪
ね
歩
き
、
や
っ
と
の
思
い
で
如
浄
禅
師
と
出
会
わ
れ
ま

し
た
。

道
元
禅
師
は
如
浄
禅
師
の
も
と
で
全
身
全
霊
を
込
め
て
修

行
に
打
ち
込
み
、
中
国
で
修
行
を
了
え
、
帰
国
を
し
て
ま
ず

弟
子
達
に
お
伝
え
し
た
の
が
「
眼
横
鼻
直
」
で
あ
っ
た
と
云

わ
れ
て
い
ま
す
。

読
ん
で
字
の
如
く
、
眼
は
横
に
鼻
は
縦
（

直
）

に
つ
い
て

い
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
誰
も
が
知
り
う
る
当
た
り
前
の

こ
と
で
す
。

し
か
し
、
真
の
意
味
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、

周
囲
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
や
う
わ
さ
、
先
入
観
に
と
ら
わ
れ

て
、
い
つ
の
間
に
か
偏
っ
た
見
方
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。

仏
教
や
禅
と
い
う
と
私
達
は
特
別
な
も
の
と
し
て
構
え
て

し
ま
い
ま
す
が
、
他
者
の
意
見
に
左
右
さ
れ
ず
、
自
分
の
固

定
観
念
を
取
り
払
い
、
あ
る
が
ま
ま
の
姿
と
向
き
合
う
真
剣

な
心
を
も
っ
た
時
、
そ
こ
に
こ
そ
佛
さ
ま
に
な
る
道
が
開
け

て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

種
を
蒔
か
な
け
れ
ば
収
穫
も
あ
り
ま
せ
ん
。

日
常
生
活
が
真
剣
で
あ
れ
ば
す
べ
て
の
人
が
宿
し
て
る
佛

さ
ま
の
種
が
芽
を
出
し
育
ち
、
花
開
く
時
が
き
っ
と
来
る
で

し
ょ
う
。

末
筆
に
な
り
ま
す
が
、
皆
様
方
の
ご
安
寧
を
祈
念
申
し
上

げ
ま
す
。

合
掌

三
十
世
住
職

轟

省
吾

雲林寺報第35号

令和5年８月発行慈恩

お
墓
参
り

私
の
お
墓
の
前
で

泣
か
な
い
で
く
だ
さ
い

そ
こ
に
私
は
い
ま
せ
ん

眠
っ
て
な
ん
か
い
ま
せ
ん

千
の
風
に

千
の
風
に
な
っ
て

あ
の
大
き
な
空
を

吹
き
渡
っ
て
い
ま
す

二
〇
〇
七
年
に
ヒ
ッ
ト
し
た
「
千

の
風
に
な
っ
て
」
の
歌
詞
で
す
。

亡
く
な
っ
た
人
に
仏
塔
建
立
の
功

徳
を
さ
さ
げ
、
そ
の
功
徳
を
回
向
す

る
た
め
に
建
立
す
る
の
が
「
お
墓
」

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

全
て
の
人
間
が
生
き
て
い
る
の
は

偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
が
生
ま
れ
て
く
る
た
め
に
は

父
母
が
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

父
母
が
い
る
た
め
に
は
祖
父
母
が

必
要
で
す
そ
し
て
祖
父
母
が
い
る
た

め
に
は
先
祖
が
必
要
で
す
。

自
分
が
い
ま
存
在
し
て
い
る
の
は
、

先
祖
が
脈
々
と
つ
な
が
っ
て
い
て
く

れ
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
す
。

お
墓
参
り
の
本
質
は
そ
の
よ
う
に
、

先
祖
か
ら
自
分
が
つ
な
が
っ
て
、
今

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
改
め

て
考
え
る
こ
と
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
自
然
に
先
祖
に

対
す
る
感
謝
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
、

そ
こ
で
初
め
て
お
墓
に
手
を
合
わ
せ

る
わ
け
で
す
。



　　

↓
「
新
年
祈
祷
会
」
は
正
式
に
は
「
新
年
大
般
若

祈
祷
」
と
い
い
、
「
大
般
若
経
」
の
経
文
を
読
む

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
功
徳
を
も
っ
て
、
世
界
の
平

和
や
、
各
参
列
者
の
平
安
な
ど
を
ご
祈
祷
申
し
上

げ
る
法
会
の
こ
と
で
す
。
今
こ
こ
で
生
き
て
い
る

我
々
自
身
に
つ
い
て
、
一
年
の
幸
福
を
祈
る
内
容

で
す
。

活 動 報 告
↑１１時４５分より除夜の鐘を撞きはじめま

した。

通常は修行を積んだ僧侶が鳴らすものなので

すが、大晦日の除夜の鐘には一般の方にとっ

ても「苦しみや煩悩を断ち切る」「ご利益を

受けることができる」と言われているため、

年末の儀式として広まったと考えられます。

鐘を撞いて頂いた方には干支のお守りをお配

りしております。今年も是非お越し下さい。

12/31

1/2

1/18

←毎年1月18日に、当山境

内にある観音堂の供養を雲林

寺梅花講の皆様と共にしてお

ります。

当山雲林寺の敷地内にある観

音堂は正式には「造道(つく

りみち)観音堂」といい、馬

頭観音が堂内に安置されて

います。

当山の造道観音堂は三原三十

四観音札所の一番に属します。

2/3

←雲林寺節分会は、先代より１００年以上続いており、この法灯を消

してはいけない、と思っている行事の1つでもあります。

「鬼は外、福は内」鬼は人間の中潜む煩悩であるのかもしれません。

「鬼を追い払おうとするのではなく、鬼の心が常に私の中にあるんだ

と受け入れることが大切」とお釈迦様は説きました。

煩悩に向き合いながら生きる。

仏教では、自分の欲と向き合い、正しく制御することで、人を困らせ

る煩悩に打ち勝ち、幸せな人生を切り開けるとしています。

令 和 5 年 前 期

4/27↑「大般若会」という法要は『大般若波羅蜜多

経』という600巻もある長いお経をいっせいに

勢いよくパラパラと風になびかせて転読します。

その際に巻き起こる風は 般若の梵風（ぼんぷ

う）と呼ばれ、風に当たれば無病息災になると

伝えられています。本年は住職の永平寺修行時

代の仲間に協力して頂き修行致しました。

4/27

8/5

↓午後3時30分より、天明三年浅間山噴火物故者供養がございま

した。梅花講が「噴火供養御和讃」をお唱え致しました。

あの日あの時あの炎 噴火は焼やきしこの町に

栄ゆる今日は帰えれども 帰らぬ生命いかにせん

泥流による犠牲者の数は長野原で約240名。雲林寺の過去帳に犠

牲者のお名前が記されております。

災害で亡くなられた方々の苦しみや恐怖、無念さは、想像もつき

ません。また、生きていく希望も失った人々はどんな気持ちで毎

日を過ごしていたのでしょうか。「帰らぬ生命いかにせん」とい

う歌詞の重みを感じずにはいられません。



　　

↑
旧
雲
林
寺
参
道

参
道
の
改
修
工
事
を
し
ま
し
た

お
寺
の
門
か
ら
本
堂
ま
で
の
道
を
参
道
と
い
い
ま
す
。

お
寺
の
本
堂
は
、
敷
地
の
奥
ま
っ
た
場
所
に
あ
る
場
合
が
多
く
、
参
道
か
ら
少
し
距

離
が
あ
る
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
立
地
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
お
寺
は
祈
り
の
場
で
あ
る

と
同
時
に
瞑
想
の
場
で
あ
り
、
修
行
の
場
で
も
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

敷
地
に
入
っ
て
か
ら
、
本
堂
と
い
う
聖
域
に
至
る
ま
で
、
ゆ
っ
く
り
と
歩
く
こ
と
で

気
持
ち
を
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

参
道
が
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
日
常
の
喧
騒
か
ら
離
れ
、
静
か
に
自
己
と
向
き
合

う
時
間
で
す
。

で
は
な
ぜ
参
道
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
？

参
道
は
産
道
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

産
道
を
通
っ
て
、
お
母
さ
ん
の
お
腹
へ
戻
る
が
如
く
、
ご
本
尊
様
の
も
と
へ
行
く
。

ご
本
尊
様
の
前
で
世
間
的
な

「
地
位
」
「
名
誉
」

を
全
て
捨
て
て
、
一
度
「
無
」
に
な
り
、
ま
た
産
道
か
ら
生
ま
れ
て
帰
っ
て
い
く
。

こ
れ
が
参
道
の
隠
さ
れ
た
意
味
で
す
。

齋
木
七
郎
石
材
本
家
、
齋
木
三
男
様
監
修
の
も
と
、

昨
年
の
打
ち
合
わ
せ
か
ら
約
半
年
を
か
け
、
今
年
六

月
に
無
事
完
成
し
ま
し
た
。

約
二
十
㍍
×
三
㍍
。
袖
石
は
中
津
川
石
、
張
り
石

は
県
産
材
安
産
岩
で
す
。
一
枚
一
枚
、
型
を
取
り
な

が
ら
手
道
具
で
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

是
非
、
ご
覧
下
さ
い
。

齋木三男氏

護
持
会
た
よ
り

令
和
五
年
六
月
二
十
七
日
、
草
津
温
泉
ホ
テ
ル
櫻
井
に
お
い
て
、
第
十
回
雲
林

寺
護
持
会
通
常
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

総
代
・
世
話
人
総
数
四
十
一
名
、
出
席
者
二
十
六
名
、
委
任
状
十
五
名
、
以
上

の
出
席
に
よ
り
通
常
総
会
が
成
立
さ
れ
ま
し
た
。

前
号
で
も
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
総
代
に
田
村
俊
樹
様
が
選
任
さ
れ

ま
し
た
。
北
軽
井
沢
世
話
人
に
田
島
敏
治
様
、
須
原
伸
雄
様
、
大
津
世
話
人
に
小

林
弘
様
が
新
任
さ
れ
ま
し
た
事
を
ご
報
告
致
し
ま
す
。

令和4年度雲林寺護持会収支報告
（収入） （単位：円）

前年度繰越金 1,169,635

会費（町内世話人集金） 1,321,000

会費（町外口座着金） 472,000

雑収入 利息 13

合計 2,962,648

（支出）

宗務費 607,760

通常総会 86,250

役員総会 0

梅花流助成金 100,000

慶弔費 109,624

事務費用 10,990

雑費 0

積立金 1,000,000

予備費（テント購入） 189,220

合計 2,103,844

2,962,648円ー2,103,844円＝858,804円（次年度繰越）

積立金：6,000,000円

田村俊樹様

田島敏治様

須原伸雄様

小林 弘様

護
持
会
主
催
の
親
睦
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
を
今
年
も
開
催
致
し
ま
す
。
今
年
も
檀
信

徒
皆
様
の
御
参
加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

十
月
九
日
（
月
）
草
津
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ



感
謝
録

本
年
六
月
、
八
月
境
内
の
整
備
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。

お
陰
様
で
綺
麗
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

唐
澤
明
雄
様

佐
藤
良
平
様

岩
木
夏
雄
様

湯
本

茂
様

酒
井
保
治
様

野
口
芳
夫
様

水
出
耕
一
様

一
場
茂
樹
様

梅
花
流
た
よ
り

今
年
五
月
二
十
四
日
よ
り
二
日
間
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
開
催
中
止

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
が
四
年
ぶ
り
に

東
京
ガ
ー
デ
ン
シ
ア
タ
ー
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

少
し
ず
つ
日
常
を
取
り
戻
し
て
き
た
と
は
い
え
、
未
だ
閉
塞
感
は

拭
え
ま
せ
ん
が
梅
花
大
好
き
な
講
員
様
、
御
寺
様
、
宗
務
所
職
員
皆

様
等
バ
ス
三
台
に
て
早
朝
の
出
発
と
な
り
ま
し
た
。

今
年
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
十
二
年
、
犠
牲
者
の
十
三
回
忌
を
迎

え
、
「
お
誓
い
」
は
被
災
さ
れ
た
東
北
三
県
の
講
員
様
に
挙
唱
し
て

頂
き
ま
し
た
。

大
会
テ
ー
マ
は
復
興
、
い
つ
も
の
よ
う
に
開
会
式
法
要
が
終
わ
り
、

い
よ
い
よ
雲
林
寺
講
の
登
壇
奉
詠
で
す
。

今
年
度
は
各
管
区
を
八
組
に
分
け
、
群
馬
県
は
関
東
管
区
内
梅
花

講
と
し
て
、
五
名
が
登
壇
し
ま
し
た
。

指
名
さ
れ
た
寺
の
代
表
と
し
て
、
我
が
雲
林
寺
講
の
篠
原
禮
子
様

が
選
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
名
誉
な
こ
と
に
至
っ
て
も
篠

原
様
は
い
た
っ
て
平
常
心
…
。
さ
す
が
に
キ
ャ
リ
ア
を
痛
感
さ
せ
ら

れ
た
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

第
四
部
の
清
興
で
は
、
バ
リ
ト
ン
歌
手
の
平
林
龍
様
、
ソ
プ
ラ
ノ

歌
手
の
北
野
里
沙
様
に
よ
る
、
梅
花
流
二
部
合
唱
曲
を
ピ
ア
ノ
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
調
べ
に
の
せ
て
聴
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

他
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
ポ
ッ
プ
ス
と

素
晴
ら
し
い
歌
声
を
披
露
し
て
頂
き
、

心
行
く
ま
で
音
楽
の
奥
深
さ
を
堪
能

で
き
ま
し
た
。

夕
食
は
銀
座
シ
ッ
ク
ス
で
フ
ラ
ン
ス

料
理
の
フ
ル
コ
ー
ス
で
し
た
。
そ
の
後
、

福
引
き
会
が
行
わ
れ
、
雲
林
寺
講
の
皆

様
は
当
選
者
が
続
出
し
、
名
前
を
呼
ば

れ
る
度
に
歓
声
が
上
が
り
、
最
後
ま
で

大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
二
日
間
で
し
た
。

雲
林
寺
梅
花
講
で
は
月
2
回
、
二
時

間
程
度
本
堂
に
て
練
習
会
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
（
参
加
費
無
料
）

練
習
の
成
果
は
、
お
盆
の
大
施
食
会

を
は
じ
め
、
年
に
七
～
八
回
程
、
寺
の

行
事
や
梅
花
流
大
会
等
で
発
表
し
ま
す
。

初
心
者
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

是
非
お
気
軽
に
見
学
に
来
ら
れ
ま
せ

ん
か
？
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

轟

美
代
子

令
和
五
年
後
期
予
定

九
月
二
十
日
～
二
十
六
日

秋
彼
岸

全
檀
信
徒
様
の
彼
岸
法
要
を
本
堂
に
て
行
い
ま
す
。

九
月
二
十
一
日

忠
霊
塔
供
養

雲
林
寺
敷
地
内
に
あ
る
忠
霊
塔
は
忠
誠
心
を
持
ち

戦
争
に
出
兵
し
た
戦
死
者
の
霊
を
後
世
ま
で
称
え
続

け
る
こ
と
を
象
徴
す
る
た
め
建
設
さ
れ
た
塔
で
す
。

長
野
原
町
の
戦
没
者
を
供
養
し
ま
す
。

十
月
十
九
日

梅
花
流
群
馬
県
大
会

昌
賢
学
園
ま
え
ば
し
ホ
ー
ル
に
て
日
頃
の
練
習
の

成
果
を
発
表
し
ま
す
。

十
二
月
八
日

成
道
会

成
道
会
（
じ
ょ
う
ど
う
え
）
は
、
お
釈
迦
様
が
悟

り
を
開
い
た
事
を
記
念
し
て
行
わ
れ
る
法
要
で
す
。

十
二
月
三
十
一
日

除
夜
の
鐘

境
内
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
、
午
後
十
一
時
四
十
五

分
よ
り
鐘
楼
堂
の
鐘
を
撞
き
始
め
ま
す
。

干
支
の
「
辰
」
の
根
付
を
お
配
り
し
ま
す
。

unrinji

心とからだの

仏（ホッと）ステーション
き っ さ こ

喫茶去
日時：9月23日（土）

15時～

場所：雲林寺

会費：無料

お悩み事や困り事の傾聴

Ｃａｆé ホッとにこや

かになっていただくひろ

ば 彼岸の中日、お気軽

にお越し下さい。


