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栖雲寺たより

来
た
時
よ
り
も
美
し
く

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
ど
も
の
頃
、
遠
足
や
修
学
旅
行
の
帰
り
際
に
先
生
か
ら
言
わ
れ
た
記
憶
は
な
い
で
す
か
？

「
み
ん
な
で
掃
除
を
し
ま
し
ょ
う
。
来
た
時
よ
り
も
き
れ
い
に
し
て
帰
り
ま
し
ょ
う
。
」
と
。

社
会
問
題
に
も
な
っ
て
い
る
ゴ
ミ
。
観
光
地
に
大
量
の
ゴ
ミ
を
残
し
て
帰
る
な
ど
、
マ
ナ
ー
の
問

題
も
あ
り
ま
す
し
、
一
人
一
人
の
心
が
け
や
美
化
意
識
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。
建
長
僧
堂
で
は
、

ゴ
ミ
箱
の
こ
と
を
護
美
箱
と
教
わ
り
ま
し
た
。
２
０
２
０
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
、
増
え
続
け

る
外
国
人
観
光
客
に
は
日
本
人
の
「
来
た
時
よ
り
も
美
し
く
」
の
心
、
「
護
美
」
の
心
を
も
お
土
産

と
し
て
持
っ
て
帰
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
私
達
自
身
が
も
っ
と
美
化

へ
の
意
識
を
高
め
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
今
回
は
こ
の
表
題
の
言
葉
を
町
の
美
化
に
限
ら
ず
、
人
生
に
当
て
は
め
ま
す
。

広
い
宇
宙
の
中
で
縁
あ
っ
て
こ
の
大
地
、
こ
の
身
体
、
こ
の
時
代
に
生
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
は

自
分
で
望
ん
だ
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
様
々
な
縁
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
生
じ
た
結
果
で
す
。
そ

ん
な
大
地
や
身
体
を
「
（
生
ま
れ
て
）
来
た
時
よ
り
も
美
し
く
」
し
て
後
世
に
伝
え
る
の
は
我
々
に
与

え
ら
れ
た
人
生
の
宿
題
で
す
。
自
分
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
の
身
体
は
、
母
な
る
大
地
の
恵
み

が
縁
に
従
っ
て
姿
か
た
ち
を
変
え
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
い
わ
ば
地
球
か
ら
の
借
り
物
。
そ
の
身
体

を
使
っ
て
欲
望
の
ま
ま
に
食
べ
つ
く
し
、
飲
み
つ
く
し
、
痛
め
つ
け
、
汚
し
き
っ
て
地
球
に
お
返
し

す
る
の
で
は
命
を
繋
い
で
く
れ
た
ご
先
祖
様
に
申
し
訳
が
な
い
。
そ
し
て
限
り
あ
る
資
源
や
豊
か
な

大
地
の
恵
み
を
全
て
使
い
尽
く
し
て
後
世
に
引
き
継
ぐ
の
で
は
そ
れ
こ
そ
「
ゲ
ス
の
極
み
」
で
す
。

今
年
は
酉
年
。
立
つ
鳥
跡
を
濁
さ
ず
の
こ
と
わ
ざ
も
あ
り
ま
す
。
訪
れ
た
場
所

を
美
し
く
し
て
帰
る
の
は
大
切
な
こ
と
。
同
様
に
地
球
や
宇
宙
と
い
う
大
い
な
る

命
か
ら
お
借
り
し
た
こ
の
身
体
で
精
一
杯
生
き
、
心
も
身
体
も
き
れ
い
に
使
っ
て

大
地
に
お
返
し
す
る
、
そ
し
て
そ
の
大
地
を
来
た
時
よ
り
も
美
し
く
し
て
後
世
に

引
き
継
ぐ
の
も
ま
た
重
要
な
こ
と
で
す
。
目
に
見
え
る
も
の
の
美
化
と
等
し
く
、

心
の
美
化
に
も
意
識
し
て
人
生
を
送
り
た
い
も
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
ま
こ
と
の

「
美
人
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

住
職

青
柳

真
元



※坐禅会、法話、写経会、境内案内等、

可能な限りお受けします。電話でお気軽に

お問い合わせください。

*****************************************************

****************************

平
成
二
十
九
年
の
予
定

三
月
十
七
～
二
十
三
日

春
季
彼
岸

四
月
十
六
日

摩
利
支
天
大
祭

七
月
二
日
ま
た
は
九
日

石
庭
草
刈
り

境
内
清
掃

七
月
十
六
日

盆
棚
経
廻
り

七
月
二
十
七
日

開
山
忌

八
月
十
三
日

盆
棚
経
廻
り

九
月
二
十
～
二
十
六
日

秋
季
彼
岸

十
月
八
日

大
施
餓
鬼
会

十
月
七
日
～
九
日

宝
物
風
入
れ
展

十
月
十
四
日

九
州
国
立
博
物
館
に

～
十
一
月
十
二
日

マ
ニ
像
絵
画
を
展
示

十
二
月
三
十
一
日

除
夜
の
鐘

普
応
国
師

御
帰
山

当
山
所
蔵
の
重
要
文
化
財
、

「
普
応
国
師
坐
像
」
が
東
京
上
野

の
国
立
博
物
館
で
行
わ
れ
た
特
別

展
で
の
約
四
十
日
間
の
展
示
を
終

え
、
十
二
月
九
日
に
無
事
御
帰
山

さ
れ
ま
し
た
。

私
も
前
期
、
後
期
で
二
回
見
に

行
き
ま
し
た
。
期
間
中
は
約
十
三

万
人
の
入
場
者
数
だ
っ
た
と
の
報

告
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

観
音
募
金

皆
様
か
ら
の
お
布
施
や

お
賽
銭
の
一
部
を
建
長
寺

の
観
音
募
金
に
寄
付
い
た

し
ま
し
た
。

「
い
た
だ
い
た
募
金
は
観

音
様
へ
と
姿
を
変
え
て
世

界
中
の
人
々
の
も
と
へ
」

の
気
持
ち
で
募
金
活
動
を

続
け
て
い
ま
す
。
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

臨
済
宗
の
和
尚
様
②

臨
済
禅
師

「
臨
済
宗
を
開
い
た
人
は
誰
で
す
か
？
」
と
の
質
問
を
よ
く
受
け
ま
す
。
「
栄
西
さ
ん
で
す
か
？
」
と

も
。
栄
西
は
日
本
に
臨
済
宗
を
伝
え
た
和
尚
様
で
す
ね
。
栄
西
禅
師
に
つ
い
て
は
天
目
１
８
号
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
臨
済
は
臨
済
義
玄
と
い
う
中
国
人
の
和
尚
様
で
、
日
本
に
は
来
て
い
ま
せ
ん
。

禅
の
教
え
は
釈
迦
に
始
ま
り
ま
す
が
、
独
自
の
宗
旨
と
教
団
を
そ
な
え
た
宗
派
と
し
て
の
禅
宗
は
中

国
で
成
立
し
た
も
の
で
、
そ
の
初
祖
は
菩
提
達
磨
（
ぼ
だ
い
だ
る
ま
）
と
さ
れ
ま
す
。
達
磨
は
六
世
紀

の
初
め
頃
に
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
渡
来
し
、
そ
の
教
え
は
代
々
伝
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
唐
代
末
期

（
九
世
紀
）
に
は
数
多
く
の
高
僧
が
現
れ
、
中
国
的
な
禅
思
想
が
確
立

し
ま
す
。
な
か
で
も
峻
烈
な
家
風
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
臨
済
義
玄
を
宗

祖
と
す
る
臨
済
宗
は
、
そ
の
下
に
さ
ま
ざ
ま
な
門
派
が
次
々
と
興
起

し
、
今
日
の
日
本
に
お
け
る
臨
済
宗
十
四
派
に
つ
な
が
り
ま
す
。

臨
済
義
玄
は
没
後
一
一
五
〇
年
を
迎
え
、
京
都
の
本
山
や
鎌
倉
建
長

寺
で
も
大
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
東
京
国
立
博
物
館
に
普
応
国
師
坐

像
の
展
示
を
許
可
し
た
の
も
、
そ
の
特
別
展
へ
の
協
力
の
た
め
で
す
。

臨済義玄

※

禅

―
心
を
か
た
ち
に
―

の
図
録
参
考


