
■
今
回
の
大
晦
日
は
３
つ
の
修
行

を
通
し
で
行
う
「
滅
罪
修
行
リ
レ
ー
」

と
除
夜
の
鐘
を
実
施
。
ヨ
ガ
、
水
行
、

唱
題
行
（
瞑
想
＋
読
経
）
を
合
わ
せ

て
５
時
間
弱
行
っ
た
。
ハ
ー
ド
な
修

行
だ
が
、
の
べ
22
名
、
全
工
程
２
名

の
参
加
が
あ
っ
た
。

■
本
照
寺
と
し
て
一
般
公
募
は
初
。

参
加
者
に
は
大
い
に
満
足
い
た
だ
け
、

毎
年
恒
例
化
の
決
意
が
固
ま
っ
た
。

修
行
と
し
て
は
、
圧
倒
的
な
刺
激

の
大
き
さ
か
ら
達
成
感
も
大
き
く
、

分
か
り
や
す
い
の
が
特
徴
。

し
か
し
、
自
我
や
慢
心
の
肥
大
、

ス
ト
レ
ス
や
怒
り
の
蓄
積
に
つ
な
が

り
か
ね
な
い
の
で
、
水
を
か
ぶ
る
と

き
の
意
識
の
持
ち
よ
う
に
は
細
心
の

注
意
が
必
要
。
実
は
リ
ス
ク
の
あ
る

修
行
法
で
あ
る
。

修
行
に
よ
り
自
分
が
導
か
れ
て
い

る
方
向
性
が
「
欲
」
や
「
怒
り
」
や

「
私
と
私
の
も
の
へ
の
執
着
」
か
ら

解
き
放
た
れ
、
「
智
慧
」
と
「
慈
悲
」

が
育
ま
れ
て
い
る
実
感
が
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
仏
道
を
歩
ん
で
い
る
と
判

断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
以
上
の
よ
う
な
変
化

は
あ
る
程
度
の
時
間
が
必
要
。
早
期

に
感
じ
ら
れ
る
変
化
は
「
急
激
な
ス

ト
レ
ス
に
対
し
て
、
我
を
忘
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
減
る
」
と
い
う
こ
と
だ

と
、
個
人
的
に
感
じ
て
い
る
。

■
本
照
寺
で
「
修
行
体
験
」
は
継

続
的
に
行
っ
て
い
る
が
、
一
般
の
方

と
長
時
間
の
修
行
を
行
う
機
会
は
今

回
初
め
て
。

※
「
大
人
の
一
日
修
行
体
験
」
は

講
義
が
メ
イ
ン
で
「
修
行
時

間
」
と
し
て
は
短
い

内
容
が
濃
か
っ
た
分
、
終
了
後
の

感
想
は
充
実
し
た
体
験
を
示
唆
す
る

も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
以
下
、
挙

が
っ
た
感
想
を
列
挙
。

「
一
年
の
最
後
に
本
当
に
貴
重

な
経
験
を
積
め
た
」

「
瞑
想
が
深
ま
っ
た
。
分
か
っ

た
」

「
瞑
想
中
、
水
行
に
よ
る
血
圧

や
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
増
減
が
如

実
に
感
じ
ら
れ
た
」

時
期
は
未
定
だ
が
、
い
つ
の
日
か

お
寺
で
一
日
中
無
言
で
修
行
に
専
念

す
る
一
日
集
中
修
行
（
リ
ト
リ
ー
ト
）

を
継
続
的
に
行
え
る
よ
う
に
し
た
い

と
思
案
し
て
い
る
。

■
想
定
参
拝
者
数
は
２
２
０
名
と
、

前
回
の
1.3
倍
弱
。
コ
ロ
ナ
の
自
粛
ム
ー

ド
も
薄
ま
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
。

参
拝
者
が
神
妙
な
面
持
ち
で
手
を

合
わ
せ
る
光
景
や
、
楽
し
く
過
ご
す

様
子
を
見
る
と
、
本
照
寺
が
地
域
に

貢
献
で
き
て
い
る
数
少
な
い
行
事
だ

な
あ
と
の
気
持
ち
が
湧
く
。

除
夜
の
鐘
は
江
戸
時
代
以
来
の
若

い
風
習
の
よ
う
だ
が
、
「
盛
り
上
が

れ
ば
よ
い
」
と
い
う
た
だ
の
イ
ベ
ン

ト
に
せ
ず
に
、
仏
教
的
な
意
味
合
い

を
育
て
、
大
事
に
し
な
が
ら
末
永
く

続
け
て
い
き
た
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
事
が
運

営
で
き
る
の
も
役
員
の
方
を
は
じ
め

と
し
た
檀
信
徒
の
方
の
協
力
が
あ
っ

て
こ
そ
。
こ
れ
か
ら
も
切
に
お
力
添

え
を
お
願
い
し
た
い
。

（
文
責
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副
住
職

須
藤
貴
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朝
の
詩

う

た

こ
と
ば

大
阪
府
堺
市
西
区

浅
井
千
代
子

91

「
ど
こ
に
も
行
か
な
い

こ
こ
に
い
る
」

五
年
前

八
十
六
歳

夫

亡
く
な
る
寸
前
の

最
期
の
言
葉

今
私
の
中
で
大
木
と
な
り

老
い
の
人
生
を

支
え
て
く
れ
て
い
る

梅
の
木

埼
玉
県
所
沢
市

増
田

博

79

昔

小
さ
な
私
の
庭
に

梅
の
苗
木
を
一
本
植
え
た

今
は
老
木
と
な
り

綺
麗
と
は
言
え
ず
汚
い
が

朽
ち
る
事
も
な
く
鎮
座
し

春
に
は
花
を
咲
か
せ

小
鳥
達
が
集
ま
っ
て
く
る

私
の
人
生
に

花
は
も
う
咲
か
な
い

し
か
し

心
の
花
は

い
つ
で
も
咲
か
せ
ら
れ
る

梅
の
木
と
と
も
に

頑
張
ろ
う

涙
し
た
二
人

相
模
原
市
南
区

内
海
タ
ミ
エ

83

あ
る
日
ス
ー
パ
ー
の
前
で

幼
子
に
手
を
上
げ
た

母
を
見
た

「
マ
マ
マ
マ
と
泣
い
て
い

る
よ

手
を
上
げ
ら
れ
て

も
マ
マ
が
大
好
き
な
の
よ

子
供
は
貴
女
の
宝

優
し

く
育
て
て
ね
…
何
が
あ
っ

た
か
も
知
ら
ず
余
計
だ
っ

た
ら
ご
め
ん
ネ
」

「
い
い
え

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
…
」
と

涙
し
た
立
派
な
お
母
さ
ん

私
も
一
緒
に
涙
し
た

岐
路富

山
市松

下
治
生

49

「
漣
サ
ッ
カ
ー
や
め
る
っ
て
」

妻
か
ら
相
談
の
電
話

小
二
の
息
子
と
話
す

色
々
と
あ
っ
た
そ
う
だ

「
ど
ん
く
さ
く
て
も

へ
た
で
も
必
死
で
や
れ
ば
」

メ
ー
ル
で
応
援
す
る

翌
朝
学
校
も

ず
る
休
み
し
た
ら
し
い

実
は
パ
パ
も
し
ん
ど
く
て

「
会
社
休
ん
で
い
い
？
」

「
パ
パ
は
だ
め
！
」

と
励
ま
さ
れ
る

逃
げ
る
の
も
大
切
か
…
？

（
産
経
新
聞
）

日
蓮
宗

常
栄
山

誰にでもできる月一回の修行・毎月1日午前9時から30～60分間・心をととのえる「月初めの寺修行」、どなたでもお参りください
感染症対策に対応しています。1月は午後2時からとなります

初

め

て

の

水

行

除

夜

の

鐘

副住職による法話

一人ひとりの願いを込めて

滅
罪
修
行
リ
レ
ー
と
除
夜
の
鐘

長
時
間
の
修
行
と
い
う
こ
と

7.4℃の水をかぶる8名の修行者



■
お
寺
（
長
寿
院
）

が
成
田

空
港
に
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

時
々
機
内
で
亡
く
な
っ
た
方
の

仮
通
夜
（
か
り
つ
や
）

を
依
頼
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

Ｋ
子
さ
ん
は
、
「
い
き
い
き

ク
ラ
ブ
」
主
催
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

旅
行
を
終
え
、
着
陸
目
前
、
心

不
全
で
亡
く
な
っ
た
。
行
年
70

歳
。
家
は
静
岡
県
の
伊
豆
。
空

港
近
く
の
葬
儀
社
の
小
部
屋
に

安
置
さ
れ
、
家
族
を
待
つ
こ
と

に
な
り
、
私
に
声
が
か
か
っ
た
。

深
夜
、
駆
け
つ
け
た
ご
主
人

と
子
供
た
ち
。
長
男
、
長
女
夫

婦
の
号
泣
が
続
く
な
か
、
読
経

を
続
け
た
。

■
焼
香
を
終
え
た
遺
族
が
し

ば
ら
く
一
緒
に
い
て
ほ
し
い
と

言
う
。
ふ
と
、
私
は
頭
陀
袋

（
ず
だ
ぶ
く
ろ
）

に
上
級
の
抹
香
（
ま
っ

こ
う
）

を
持
っ
て
来
て
い
た
こ
と

を
思
い
出
し
て
、
ご
主
人
に
告

げ
た
。

「
こ
の
抹
香
は
と
て
も
良
い
香

り
が
し
ま
す
。
ご
主
人
か
ら
奥

さ
ま
に
手
向
け
て
く
だ
さ
い
」

た

む

紫
煙
（
し
え
ん
）

と
共
に
、
香

（
こ
う
）

の
か
お
り
が
部
屋
に
満

ち
て
い
く
。

■
ご
主
人
が
問
い
か
け
て
き

た
。

「
ご
住
職
、
こ
こ
に
は
家
族
し

か
お
り
ま
せ
ん
。
た
い
へ
ん
不

躾
（
ぶ
し
つ
け
）

で
恐
れ
入
り
ま
す

が
、
家
内
に
私
の
思
い
を
語
っ

て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
私
か
ら
家
内
へ
の
弔

辞
（
ち
ょ
う
じ
）

と
申
し
ま
す
か
…

…
」

「
ど
う
ぞ
ど
う
ぞ
。
思
い
の
た

け
を
十
分
に
語
っ
て
あ
げ
て
く

だ
さ
い
。
誰
に
も
遠
慮
な
さ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

■
ゆ
っ
く
り

と
故
人
の
顔
に

か
け
ら
れ
た
白
布
を
取
り
、
そ

の
顔
に
近
づ
く
と
ご
主
人
が
吠

え
る
よ
う
な
声
で
語
り
か
け
た
。

「
Ｋ
子
！

お
ま
え
の
帰
り

を
待
っ
と
っ
た
ん
だ
ぞ
！

海

外
旅
行
で
疲
れ
て
帰
っ
て
く
る

と
思
っ
て
な
、
近
く
の
温
泉
旅

館
予
約
し
て
お
い
た
ん
だ
！
」

ご
主
人
の
眼
か
ら
大
粒
の
涙

が
落
ち
る
。

ご
主
人
が
続
け
た
。

「
Ｋ
子
、
オ
レ
な
ぁ
、
オ
レ
な
ぁ
、

い
つ
か
お
ま
え
に
言
お
う
と
思
っ

て
た
ん
だ
。
で
も
、
バ
カ
な
オ

レ
は
今
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

Ｋ
子
、
オ
レ
な
ぁ
、
お
ま
え
を

愛
し
て
た
ん
だ
。
心
底
、
お
ま

え
を
愛
し
て
た
ん
だ
よ
。
い
つ

か
言
い
た
か
っ
た
！

生
き
て

い
る
う
ち
に
言
い
た
か
っ
た
の

に
！

聞
こ
え
る
か
？

オ
レ

は
、
お
ま
え
を
愛
し
と
っ
た
ん

だ
よ
！
」

長
男
が
涙
を
ふ
き
な
が
ら
つ

ぶ
や
く
。

「
母
さ
ん
は
70
歳
、
父
さ
ん
は

74
歳
だ
ろ
う
。
父
さ
ん
、
そ
の

ひ
と
言
、
も
っ
と
早
く
言
っ
て

あ
げ
れ
ば
よ
か
っ
た
じ
ゃ
な
い

か
！
」
。
そ
の
声
を
遮
（
さ
え
ぎ
）

っ

て
、
長
女
が
告
げ
た
。

「
お
父
さ
ん
、
最
高
の
送
る
言

葉
よ
。
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん

が
笑
っ
て
る
わ
よ
」

夜
が
明
け
、
家
族
は
Ｋ
子
さ

ん
を
連
れ
、
帰
路
に
つ
い
た
。
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◆
ル
イ
ビ
ト
ン
の
バ
ッ
グ
を
持
っ
て
い
る
人
は
、

た
ぶ
ん
、
一
つ
に
限
ら
ず
２
～
３
個
持
っ
て
い
る

の
で
は
？

と
思
い
ま
す
。
バ
ッ
グ
に
限
ら
ず
腕
時

計
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
や
装
飾
品
、
靴
な
ど
な
ど
、
こ
れ
ら

は
「
持
っ
て
い
る
人
ほ
ど
更
に
欲
し
が
る
」
よ
う
で
す
ね
。

「
欲
深
き

人
の
心
と
降
る
雪
は

積
も
る
に
つ
れ
て
道
を
失

う
」
と
詠
っ
た
の
は
、
「
幕
末
の
三
舟
」
（
勝
海
舟
、
山
岡
鉄
舟
、

さ

ん

し
ゅ
う

高
橋
泥
舟
）
の
一
人
、
高
橋
泥
舟
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
そ

で

い

し
ゅ
う

り
ゃ
欲
し
い
よ
ね
～
」
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
で
は
、
人
生

を
不
幸
に
す
る
三
つ
の
毒
【
貪
・
と
ん
、
瞋
・
じ
ん
、
痴
・
ち
】
の
最

ど

く

初
の
毒
、
貪
「
む
さ
ぼ
り
」
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
は
苦
し
み
の

根
源
で
あ
り
、
克
服
す
べ
き
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
足
り
な
い
、

と
の
不
満
足
は
、
更
な
る
様
々
な
苦
し
み
の
元
と
な
る
か
ら
で
す
。

「
心
こ
そ

心
迷
わ
す
心
な
れ

心
に
心

心
許
す
な
」
と
は
、
心
が

迷
う
の
は
、
外
か
ら
で
は
な
く
、
自
分
の
中
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ

り
、
「
心
の
師
と
な
る
も

心
を
師
と
せ
ざ
れ
」
な
の
で
す
。
本
紙
、

91
号
で
書
い
た
㈱
電
通
の
「
無
駄
使
い
さ
せ
ろ
」
「
流
行
遅
れ
に
さ
せ

ろ
」
な
ど
に
は
憤
り
を
感
じ
ま
す
が
、
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
の
仏
教
語

ぼ

ん

の

う

そ

く

ぼ

だ

い

も
あ
り
ま
す
の
で
、
安
心
で
す
（
笑
）
…
「我

足
る
を
知
る
」が
肝
心
！

編
集

後
記

な
ど

令和5年3月1日

「
Ｋ
子
、
オ
レ
な
ぁ
、
オ
レ
な
ぁ
、
い
つ
か
お
ま
え
に
言
お
う
と
思
っ
て
た
ん
だ
。
聞
こ
え
る
か
？

▼
篠
原
住
職
の
寺
は
「
自
殺
防
止
の
駆
け
込
み
寺
」

と
呼
ば
れ
、
「
生
き
て
い
る
間
に
お
寺
へ
」
と
呼

び
か
け
、
24
時
間
、
相
談
の
門
戸
を
開
い
て
い
る
。

「
明
日
死
の
う
と
思
い
ま
す
…
…
」

そ
ん
な
電
話
が
毎
日
３
～
５
件
、
土
日
に
は
10

件
以
上
も
か
か
っ
て
く
る
。

今
回
は
、
『
本
当
の
話
・
第
３
集
』
（
興
山
社
）

に
掲
載
さ
れ
た
篠
原
鋭
一
師
の
一
文
を
ご
紹
介
し

た
い
。

篠
原
鋭
一

し
の
は
ら
え
い
い
ち

昭
和
19
年
生
ま
れ
。
千
葉
県
成

田
市
・
曹
洞
宗
・
長
寿
院
住
職

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
自
殺
防
止
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
・
風
」
理
事
長

最高の送る言葉
もっと早く言ってあげればよかった

■
葬
儀
式
も
終
わ
り
、
い
よ

い
よ
出
棺
も
近
づ
き
、
棺
の
フ

ひ
つ
ぎ

タ
を
閉
じ
る
前
に
司
会

者
は
遺
族
に
最
期
の
言

葉
、
お
別
れ
の
言
葉
を

掛
け
る
よ
う
に
促
す
。

遺
族
は
こ
れ
に
応
え
る
。
「
お

母
さ
ん
今
ま
で
あ
り
が
と
う
」

と
は
、
家
庭
を
守
り
、
食
事
の

用
意
な
ど
に
よ
っ
て
育
て
て
く

れ
た
母
へ
の
ね
ぎ

ら
い
の
言
葉
…
良

き
母
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
「
お
父
さ

ん
ご
苦
労
さ
ま
で

し
た
」
「
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
」

と
は
、
仕
事
一
筋
で
来
た
父
へ

の
ね
ぎ
ら

い
の
言
葉

…
働
き
者

だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
「
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
」
と
は
、
親
族
や
友
人
知

人
に
よ
る
感
謝
の
言
葉
…
面
倒

見
が
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
父
さ
ん
、
母
さ
ん
に
会
え
る

ん
だ
よ
」
「
両
親
が
待
っ
て
い

る
か
ら
ね
」
と
は
、
信
仰
心
か

ら
の
言
葉
。
「
…
…
」
。
時
に

何
の
言
葉
掛
け
も
な
い
時
が
あ

る
。
日
本
人
ら
し
い
と
で
も
言

お
う
か
、
や
は
り
私
た
ち
日
本

人
は
「
恥
じ
ら
い
」
が
強
い
。

或
い
は
ま
た
「
掛
け
る
言
葉
す

ら
な
い
」
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
つ
も
思
う
こ
と
は
、
生
き

て
き
た
よ
う
に
し
か
死
ね
な
い

と
い
う
こ
と
。
「
棺
を
蓋
い
て

ひ
つ
ぎ

お

お

事
定
ま
り
」
と
は
、
ま
さ
に
良

こ

と

さ

だ

く
言
っ
た
も
の
…
（
後
略
）
。

お
別
れ
の
言
葉

右
に
「
最
高
の
送
る
言
葉
」
と
題
し
た
一
文
を
紹

介
し
た
が
、
平
成
27
年
「
本
照
寺
だ
よ
り
」
61
号

に
、
「
お
別
れ
の
言
葉
」
と
題
し
て
次
の
一
文
を

書
い
た
。
併
せ
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

「
Ｋ
子
！
」
ご
主
人
の
眼
か
ら
大
粒
の
涙
が

家
内
に
私
の
思
い
を
語
っ
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
…

★
今
年
も
墓
参
用
の
花
を
「
花
美
」

さ
ん
が
ご
用

意
し
て
く
だ

さ
い
ま
す

。

春
彼
岸
は
３

月
17
日
～
21

日
ま
で
用
意
。

「私はすべてのものより、仏教に優位を認めずにはいられない。私は一介の案内者に過ぎない。人生の答えは、各自が古典や東洋の宗教をひもと
いて見つけてほしい」アルツール・ショーペンハウエル（ドイツの哲学者。仏教を人生哲学の基礎の一つにすえ、近代の西洋に仏教を紹介した）


