
                            

 

涅
槃
聖
苑
（
ね
は
ん
せ
い
え
ん
） 

 

今
年
春
か
ら
建
設
中
の
個
人
集
合
墓

（
涅
槃
聖
苑
）
が
来
春
に
は
完
成
い
た
し

ま
す
。
も
う
個
人
の
お
墓
は
持
た
な
く
て

い
い
時
代
で
す
。
永
代
供
養
を
希
望
す
る

方
、
あ
る
い
は
檀
家
登
録
し
て
い
る
が
行

く
末
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
お
墓

を
建
て
て
い
な
い
方
、
様
々
な
事
情
で
お

墓
が
無
い
方
等
、
個
人
の
お
墓
と
し
て
納

骨
で
き
ま
す
。 

個
人
の
お
墓
を
持
た
な
い
で
合
同
の

お
墓
を
使
用
す
る
場
合 

・
檀
家
登
録
し
て
あ
る
が
、
自
分
の
お
墓

を
持
た
な
い
方
も
使
用
で
き
ま
す
。
自
分

の
お
墓
と
し
て
個
別
形
式
で
安
置
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
尚
、
一
霊
ず
つ
一
定

額
の
納
骨
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

「
永
代
供
養
」
と
は
、「
永
い
代
に
渡
る

供
養
」
の
こ
と
で
、
お
墓
の
永
代
使
用
料
、

永
代
管
理
料
、
永
代
供
養
料
を
一
括
納
付

す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
寺
が
永
代
に
渡
り

維
持
管
理
し
供
養
す
る
も
の
で
す
。
そ
の

後
の
費
用
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
尚
、
年

回
忌
供
養
は
お
寺
で
お
勤
め
い
た
し
ま

す
が
、
希
望
に
よ
り
一
周
忌
、
三
回
忌
等

は
縁
者
に
て
ご
法
事
を
お
勤
め
で
き
ま

す
。 因

み
に
、
霊
園
業
者
が
経
営
す
る
合
祀

墓
及
び
樹
木
葬
等
は
、
お
寺
と
違
い
納
骨

の
み
で
、
そ
の
後
の
供
養
は
当
家
個
人
負

担
で
行
う
よ
う
で
す
。
供
養
が
無
い
分
費

用
は
安
価
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
檀
家

さ
ん
が
墓
終
い
を
し
て
寺
以
外
の
霊
園

に
合
葬
墓
所
を
求
め
る
場
合
に
は
、
当
該

役
所
に
改
葬
許
可
申
請
書
、
霊
園
墓
所
受

け
入
れ
許
可
証
、
離
檀
届
け
の
提
出
等
の

事
務
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

 

令
和
七
年 

年
回
忌
表 

[

回
忌]

 
 

 
 
[

没
年]

 

一
周
忌     

令
和
六
年 

三
回
忌     

令
和
五
年 

      

 

十
三
回
忌   

平
成
二
十
五
年 

十
七
回
忌   

平
成
二
十
一
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
十
五
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
十
一
年 

三
十
三
回
忌 

平
成
五
年 

五
十
回
忌   

昭
和
五
十
一
年 

百
回
忌     

大
正
十
五
年 

 

▼
令
和
七
年
度(2

0
2

5
)

の
年
回
忌
表
で
す
。 

当
寺
で
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
本

堂
に
は
張
り
出
し
し
て
い
ま
せ
ん
。
年
忌
に

当
た
ら
れ
て
い
る
各
家
に
は
次
年
度
分
と
し

て
十
一
月
中
旬
に
通
知
し
て
い
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
▼
日
曜
・
祝
日
の
ご
法
事

の
申
し
込
み
は
お
早
め
に
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
▼
「
周
」
は
「
め
ぐ
る
」
こ
と
を
意
味
す

る
言
葉
で
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
一

め
ぐ
り
し
た
翌
年
の
そ
の
日
を
一
周
忌
と
呼

ぶ
。
回
忌
と
は
亡
く
な
ら
れ
た
日
を
最
初
の

忌
日
と
考
え
て
、
三
回
目
の
忌
日
が
「
三
回

忌
」
と
な
る
。
以
降
は
丸
六
年
目
が
七
回
忌
、

丸
十
二
年
目
が
十
三
回
忌
と
な
る
。 
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永
代
供
養
の
場
合 

・
個
別
に
納
骨
す
る
。 

当
寺
指
定
の
骨
つ
ぼ
が
二
個
収
ま
り

ま
す
。
収
ま
り
き
ら
な
い
お
骨
は
先
に

合
同
納
骨
場
所
（
合
祀
廟
）
に
収
め
ま

す
。
夫
婦
申
込
み
の
場
合
、
後
の
方
が
死

去
後
七
回
忌
を
目
途
に
お
墓
内
の
合
祀

廟
に
納
骨
し
ま
す
。
七
回
忌
ま
で
は
個

別
安
置
で
す
の
で
見
ず
知
ら
ず
の
他
人

と
一
緒
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま 

 
 
 

せ
ん
。 

・
最
初
か
ら
合
祀
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

供
養
者
立
ち
会
い

で
墓
石
内
の
納
骨
廟

に
収
め
ま
す
。
合
祀

す
る
場
合
に
は
お
骨

が
土
に
帰
る
よ
う
に

再
火
葬
し
て
粉
骨
状

態
に
し
て
埋
葬
し
ま

す
。
単
身
で
申
込
み

の
場
合
は
こ
の
方
が

良
い
と
思
い
ま
す
。 

 

令

和

元

年 

平
成
三
十
一
年 

七
回
忌 

墓石の上に屋根が掛かります 



                            

 

□
耕
雲
寺
開
山
忌
厳
修 

九
月
六
日
逮
夜
・
七
日
正
当
、
村
上 

市
門
前
耕
雲
寺
様
で
は
開
山
梅
山
聞
本

大
和
尚
の
示
寂
忌
（
開
山
忌
）
が
五
年

ぶ
り
に
通
常
開
催
と
な
っ
た
。
尚
、
令

和
八
年
（2

02
6

）
に
は
二
世
傑
堂
能
勝

大
和
尚
六
百
回
忌
を
迎
え
る
。 

□
大
輪
寺
・
千
眼
寺
両
祖
忌 

 

十
月
五
日
、
東
本
町
・
大
輪
寺
様
（
十

七
教
区
市
村
新
五
住
職
）
十
一
月
十
七

日
、
村
上
市
平
林
・
千
眼
寺
様
（
十
八
教

区
神
田
秀
孝
住
職
）
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
教

区
行
事
と
し
て
両
祖
忌
（
大
本
山
永
平

寺
・
道
元
禅
師
、
大
本
山
總
持
寺
・
瑩
山

禅
師
の
ご
命
日
）
法
要
を
厳
修
さ
れ
た
。 

□
普
済
寺
華
燭
の
典 

 

村
上
市
大
場
沢
・
普
済
寺
様
で
は
十
月

十
五
日
の
吉
辰
を
卜
し
、
副
住
職
角
一
大

樹
師
の
仏
前
結
婚
式
を
挙
行
さ
れ
た
。
御

寺
院
、
檀
信
徒
多
数
出
席
さ
れ
お
二
人
の

新
た
な
門
出
を
お
祝
い
し
た
。 

 

■
訃
報 

関
沢 

松
本
光
平
氏
逝
去 

 

十
一
月
二
日
寂
、
享
年
九
十
。
長
年
当

寺
役
員
と
し
て
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん

で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

写経の会  毎月第２日曜 午後１時～３時（１月２月は休会）静かなお寺で功徳を積みましょう。 
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□
月
忌
米
・
護
持
費
納
入
の
お
願
い 

 

十
一
月
に
担
当
役
員
さ
ん
よ
り
納
付

書
を
お
届
け
い
た
し
ま
し
た
。
金
額
を

確
認
の
上
役
員
さ
ん
宅
へ
届
け
る
か
、

直
接
お
寺
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
ま
た

納
付
書
が
郵
送
さ
れ
て
い
る
方
は
同
封

郵
便
振
替
用
紙
に
て
お
振
り
込
み
い
た

だ
く
か
、
お
寺
へ
お
持
ち
に
な
っ
て
も

構
い
ま
せ
ん
。
な
お
、
振
込
の
場
合
、
昨

年
よ
り
領
収
書
は
発
行
し
て
お
り
ま
せ

ん
。
郵
便
振
替
払
込
受
領
証
を
も
っ
て

領
収
書
の
替
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

□
来
年
度
年
回
忌
の
ご
案
内 

 

十
一
月
に
来
年
度
年
回
忌
に
当
た
ら

れ
て
い
る
各
家
に
は
そ
れ
ぞ
れ
郵
送
に

て
ご
案
内
通
知
を
送
付
い
た
し
ま
し
た

の
で
ご
確
認
願
い
ま
す
。
な
お
、
通
知
書

記
載
の
十
一
月
、
十
二
月
中
の
年
忌
に

つ
い
て
は
来
年
の
こ
と
で
す
の
で
お
間

違
え
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
年
忌
読
経
供
養
に
つ
き
ま
し
て
は

日
時
を
検
討
し
て
お
早
め
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
特
に
土
日
は
混
み
合
い

ま
す
。
都
合
で
命
日
よ
り
遅
れ
て
も
差

し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

新潟県曹洞宗第四宗務所 

テレホン（WEB）法話 

和尚
おしょう

さんの言
こと

の葉
は

 

和
尚
さ
ん
の
言
の
葉 

 

曹
洞
宗
新
潟
県
第
四
宗
務
所
（
所
長 

新
潟
市
観
音
寺
住
職
阿
部
正
機
師
）
で
は

四
月
一
日
よ
り
宗
務
所
管
内
寺
院
に
よ

る
テ
レ
ホ
ン
法
話
が
始
ま
り
ま
し
た
。
和

尚
さ
ん
の
お
話
を
お
聞
き
く
だ
さ
い
。 

▼
雲
泉
寺
本
堂
に
聯
額
を
寄
贈 

 

 

法話者一覧（R6/12～R7/3） 

 

雲泉寺本堂に掲げられた聯額 

竹
密
不
妨
流
水
過 

山
高
豈
礙
白
雲
飛 

竹
密
に
し
て
流
水
の
過
ぐ
る
を
妨
げ
ず
、

山
高
く
し
て
豈
に
白
雲
の
飛
ぶ
を
碍
（
さ
ま

た
）
げ
ん
や 

 
 
 
 

〈
伝
灯
録
〉 

永
平
七
十
六
世
秦
慧
玉
書 

 
 

『
い
く
ら
竹
が
密
集
し
て
い
て
も
、
水

は
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
い
く
。
い
く
ら
山

が
高
く
て
も
、
雲
は
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て

い
く
』
雲
や
水
の
よ
う
な
こ
だ
わ
り
の
な

い
姿
で
日
々
を
生
き
る
と
し
よ
う
。 



                           

「
い
た
だ
き
ま
す
」
に 

思
い
を
込
め
て 

 
 
 

千
眼
寺
住
職 

神
田
秀
孝 

昨
年
の
こ
の
時
期
の
お
話
し
で
す
。

地
元
の
小
学
生
た
ち
が
春
に
植
え
た
田

ん
ぼ
が
実
り
、
稲
刈
り
作
業
の
お
手
伝

い
を
し
ま
し
た
。
今
、
私
が
住
職
を
し
て

い
る
お
寺
は
山
と
田
ん
ぼ
に
囲
ま
れ
て

お
り
、
農
家
の
方
の
日
々
の
作
業
は
身

近
な
も
の
に
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、
実

際
に
農
作
業
を
体
験
す
る
の
は
子
ど
も

た
ち
と
同
じ
で
初
め
て
で
し
た
。
指
導

を
し
て
く
だ
さ
る
農
家
の
方
が
コ
ン
バ

イ
ン
で
サ
ク
サ
ク
と
田
ん
ぼ
の
半
分
ほ

ど
稲
を
刈
っ
て
い
き
、
残
り
の
半
分
を

稲
刈
り
鎌
を
使
い
刈
っ
て
い
き
ま
す
。

立
っ
た
り
し
ゃ
が
ん
だ
り
、
腰
を
か
が

め
て
の
作
業
の
繰
り
返
し
、
な
か
な
か

終
わ
り
ま
せ
ん
。
甘
く
見
て
い
ま
し
た
。

三
日
間
筋
肉
痛
に
な
り
ま
し
た
。 

禅
の
修
行
道
場
で
は
食
前
に
五
観
の

偈
と
い
う
こ
と
ば
を
お
唱
え
い
た
し
ま

す
。
五
観
の
偈
と
は
食
事
を
い
た
だ
く

際
の
五
つ
の
心
構
え
の
こ
と
で
す
。
そ

の
一
つ
目
は
感
謝
の
教
え
、
心
構
え
で

す
。「
目
の
前
に
置
か
れ
た
食
事
の
そ
れ

ぞ
れ
の
食
材
が
天
地
自
然
の
め
ぐ
み
を 

 

こ
う
む
り
、
収
穫
ま
で
の
多
く
の
手
数
、

い
ま
こ
う
し
て
食
事
を
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
る
調
理
の
手
数
を
考
え
て
感
謝

し
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
示
さ
れ
て
い
ま

す
。 お

米
の
「
米
」
と
い
う
漢
字
を
分
解
す

る
と
「
八
十
八
」
と
な
り
、
お
米
が
出
来

る
ま
で
八
十
八
も
の
手
数
が
か
か
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
農
繁
期
に
な
る
と
、

朝
早
く
か
ら
暗
く
な
る
ま
で
作
業
を
さ

れ
て
い
ま
す
。
お
米
が
食
卓
に
上
が
る
ま

で
多
く
の
手
数
、
苦
労
が
あ
り
、
私
は
一

つ
の
工
程
を
体
験
し
た
だ
け
で
は
あ
り

ま
す
が
、
小
学
生
た
ち
と
一
緒
に
稲
刈
り

作
業
を
し
お
米
を
作
る
大
変
さ
を
実
感

し
ま
し
た
。
手
を
合
わ
せ
思
い
を
こ
め
て

食
事
を
い
た
だ
く
こ
と
は
修
行
の
一
つ

で
す
。
食
べ
物
の
い
の
ち
を
い
た
だ
く
こ

と
、
生
産
者
、
食
事
を
作
る
方
へ
の
感
謝

の
気
持
ち
を
持
ち
続
け
、
そ
の
命
を
生
か

す
た
め
に
も
一
日
一
日
を
大
切
に
過
ご

し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

 ＊
こ
の
法
話
は
令
和
六
年
九
月
一
日
よ 

り
十
日
ま
で
、
新
潟
県
第
四
宗
務
所
テ
レ

ホ
ン
法
話
（
和
尚
さ
ん
の
言
の
葉
）
で
の

お
話
を
掲
載
し
ま
し
た
。 

 

 

 
 
 

仏
事
の
知
識 

 

樹
木
葬 

 

昨
今
、
お
墓
の
形
態
が
変
わ
っ
て
来
て

い
ま
す
。
今
全
国
で
増
え
て
い
る
の
が
樹

木
葬
で
す
。
法
的
に
許
可
を
得
た
墓
地
内

に
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
問
題
は
あ

り
ま
せ
ん
。
霊
園
業
者
、
寺
院
に
よ
り
色

ん
な
形
が
あ
り
ま
す
が
、
主
と
し
て
墓
標

と
な
る
樹
木
を
一
本
植
え
て
そ
の
周
囲

に
ご
遺
骨
を
埋
葬
す
る
形
式
で
す
。
ご
遺

骨
を
骨
つ
ぼ
あ
る
い
は
骨
袋
に
収
め

個
々
の
区
画
に
埋
葬
し
ま
す
。
個
人
で
墓

石
を
建
立
す
る
必
要
が
な
く
、
墓
石
工
事

代
も
か
か
り
ま
せ
ん
。
樹
木
葬
は
継
承
を

前
提
と
し
な
い
永
代
供
養
の
お
墓
で
す

の
で
、
予
め
定
め
ら
れ
た
供
養
金
を
納
入

す
れ
ば
そ
の
後
の
維
持
管
理
費
も
あ
り

ま
せ
ん
。
少
子
化
に
よ
り
先
行
き
に
不
安

が
あ
る
方
、
お
一
人
様
、
ご
夫
婦
で
の
申

込
み
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
な
お
、
家
族
で

代
々
利
用
す
る
場
合
は
通
常
の
お
墓
の

方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。 

 

＊
今
ま
で
の
仏
事
の
知
識
は
当
寺
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 
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仏
事
の
知
識  

 

●
雲
泉
寺
復
旧
工
事 

 

九
月
よ
り
二
年
前
の
県
北
豪
雨
で
被

害
を
被
っ
た
裏
庭
の
復
旧
工
事
（
髙
橋
建

材
）
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

        

  



                 

 
 

お
寺
か
ら
の
お
願
い 

▼
位
牌
堂
の
各
家
位
牌
壇
の
ロ
ウ
ソ
ク
、

お
線
香
に
つ
い
て 

お
寺
で
用
意
し
た

ミ
ニ
ロ
ウ
ソ
ク
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。
お

線
香
は
香
炉
か
ら
灰
が
こ
ぼ
れ
な
い
よ

う
に
真
っ
直
ぐ
に
立
て
、
お
参
り
が
済
み

ま
し
た
ら
点
し
た
ロ
ウ
ソ
ク
は
火
災
予

防
の
為
必
ず
火
を
消
し
て
く
だ
さ
い
。 

▼
墓
地
の
自
然
ゴ
ミ
（
枯
れ
枝
、
枯
れ
草
、

枯
れ
た
お
供
え
の
お
花
等
）
は
、
お
寺
で

業
者
に
依
頼
し
て
処
分
し
ま
す
が
、
そ
れ

以
外
の
お
花
を
包
ん
で
あ
っ
た
紙
、
お
墓

掃
除
の
た
わ
し
、
雑
巾
、
洗
剤
容
器
、
ビ

ニ
ー
ル
類
は
捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い
。
各

自
持
ち
帰
っ
て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。 

▼
古
い
塔
婆
は
、
参
道
中
程
に
「
古
塔
婆

入
れ
」
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
集
落
墓
地
の
古
塔
婆
も
お
持
ち
く
だ

さ
い
。 

▼
あ
さ
が
お
ぼ
ん
ぼ
り
は
新
発
田
で
多

く
見
ら
れ
る
習
慣
で
す
。
八
月
十
三
日
の

夕
、
暗
く
な
っ
て
か
ら
精
霊
様
を
お
迎
え

す
る
た
め
の
灯
り
と
し
て
点
け
る
も
の
。

昨
今
、
日
中
明
る
い
う
ち
か
ら
の
お
参
り

が
多
く
な
っ
た
の
で
ぼ
ん
ぼ
り
は
不
要

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
最
近
は
立
て
な
い
お

家
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。 
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動
物
供
養
塔
（
ペ
ッ
ト
墓
地
） 

動
物
の
お
骨
を
埋
葬
い
た
し
ま
す
。
檀

家
さ
ん
以
外
で
も
納
骨
供
養
で
き
ま
す
。 

寂
光
塔
（
永
代
供
養
墓
地
） 

一
人
暮
ら
し
の
方
、
お
墓
継
承
に
お
悩

み
の
方
、
お
寺
が
永
代
に
わ
た
り
供
養
い

た
し
ま
す
。
広
厳
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

詳
細
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。   

動物供養塔（ペットのお墓） 寂光塔（永代供養合同墓所） 

 

 

□
秋
の
仏
教
講
演
会
終
了 

 
十
月
十
三
日
（
日
）
午
後
一
時
三
十

分
～
三
時
ま
で
。
当
寺
会
場
に
て
胎
内

市
曹
洞
宗
寺
院
主
催
の
仏
教
講
演
会
が

開
催
さ
れ
無
事
終
了
し
ま
し
た
。 

講
師
は
静
岡
県
袋
井
市
可
睡
斎
斎
主 

 

采
川
道
昭
老
師
。 

一
仏
両
祖
の
み
教 

え
を
分
か
り
易
く 

丁
寧
に
お
説
き
い 

た
だ
き
ま
し
た
。 

聴
講
者
は
六
十
名 

で
し
た
。 

 

□
境
内
風
景 

八
月
十
二
日 

 

駐
車
場
用
照
明
仮
設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

中
村
電
気 

八
月
十
九
日 

  

墓
地
自
然
ゴ
ミ
処
理 

 
 
 
 
 
 

 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー 

十
月 

一
日 

 

永
代
供
養
墓
（
涅
槃
聖 

苑
）
石
張
り
工
事
着
工 

 

小
野
石
材 

十
月
十
一
日 

 
 
 

枝
垂
れ
桜
植
樹 

永
代
供
養
墓
（
涅
槃
聖
苑
）
脇 

十
月
三
一
日 

消
雪
パ
イ
プ
点
検 

宮
島
工
業
所 

 

□
東
牧
寺
大
般
若
会 

 

十
月
二
十
日
、
東
牧
・
東
牧
寺
様
（
十

七
教
区
中
野
良
英
住
職
）
で
は
教
区
ご

寺
院
、
梅
花
講
員
、
檀
信
徒
多
数
参
列
し

て
大
般
若
法
要
を
厳
修
さ
れ
た
。 

□
八
月
二
十
八
日
、
八
・
二
八
羽
越 

水
害
（
昭
和
四
二
年
・1967

）
消
防 

殉
職
者
及
び
水
害
旬
難
者
追
悼
法
要 

胎
内
観
音
・
帰
林
殿
に
於
い
て
旧
黒 

川
村
観
音
奉
賛
会
主
催
に
て
開
催
さ
れ 

た
。
胎
内
観
音
御
詠
歌
奉
詠
、
読
経
、 

追
善
供
養
御
和
讃
奉
詠
。
胎
内
市
長
、 

市
議
会
議
員
等
、
多
数
出
席
さ
れ
厳
か

に
挙
行
さ
れ
た
。
あ
れ
か
ら
五
十
七
年

が
経
過
し
ま
し
た
。 

   

広厳寺研修旅行ご案内 

善光寺参拝と戸倉上山田温泉の旅 

令和 7年 5月 19日（月）～ 20日（火） 

（一泊二日） 

旅費 ４万５千円 

・物価高で旅費も値上がりしていますが、当寺

では旅行支援割引を実施し、参加される方に

は旅行当日 3000 円のキャッシュバックがあ

ります。 

・詳細は折り込み案内をご覧下さい。  


