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みなさまのお知恵とお力を合わ
せていただき　この佳きめぐり
あわせを寿ぎましょう

永松だより
　
相そ
う

承じ
ょ
う　

松
源
寺
本
堂
建
立
八
〇
年
を
迎
え
て

　
松
源
寺
の
現
本
堂
は
昭
和
十
一
年

（
一
九
三
六
）
十
一
月
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
本
堂
建
設
が
計
画
さ
れ
て
か
ら
八
〇

年
、
来
年
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
は

本
堂
落
慶
か
ら
八
〇
年
を
迎
え
ま
す
。
今
年

と
来
年
は
松
源
寺
本
堂

建
立
八
〇
周
年
記
念
年

に
な
り
ま
す
。

　
こ
こ
に
そ
の
時
の
上

棟
式
の
写
真
を
ご
披
露

し
ま
す
。

　
明
治
の
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
くの

為
荒
れ
果
て
て
い
た
松

源
寺
を
、
三
十
一
世
智

宗
禅
孝
師
が
引
き
受
け
、

三
十
三
世
智
山
良
孝
師

の
時
に
現
在
の
本
堂
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
当
時
の
お
檀
家
の
皆
様
の
菩
提
寺
を
興
隆

さ
せ
た
い
と
願
う
熱
気
が
感
じ
ら
れ
る
写
真

で
す
。
そ
の
時
の
役
員
の
皆
様
や
檀
信
徒
の

方
々
が
松
源
寺
を
支
え
る
礎
を
作
っ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
三
十
四
世
智
貫
孝
善
師
の
代

に
は
庫く

裏り

会
館
建
設
の
時
に
建
設
実
行
委
員

会
が
組
織
さ
れ
、
後
に
そ
れ
が
「
永
松
会※

」
と

な
り
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。（
※
永
は

永
平
寺
　
松
は
松
源
寺
）
そ
し
て
、
三
十
五
世
智

堂
泰
典
師
へ
と
引
き
継
が
れ
現
在
を
迎
え
て

い
ま
す
。
曹
洞
宗
で
は
「
大
本
山
總
持
寺
二

祖
峨が

山さ
ん

韶
じ
ょ
う

碩せ
き

禅ぜ
ん

師じ

六
五
〇

回
大
遠
忌
」
の
本
年
、
相

承
（
弟
子
が
師
か
ら
法
や
学
問

を
受
け
伝
え
る
こ
と
）
を
テ
ー

マ
と
し
て
様
々
な
行
持
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
松

源
寺
に
お
い
て
も
こ
の
よ

う
に
し
て
法
灯
が
力
強
く

繋
が
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
建
築
物
は
時
が
来
れ
ば

建
て
替

え
る
こ
と
と
な
り
ま
す

が
、
泰
典
師
は
仙
台
空
襲

も
逃
れ
、
先
の
宮
城
県
沖

地
震
に
も
、
こ
の
度
の
東

日
本
大
震
災
に
耐
え
た
本

堂
を
、
永
く
大
切
に
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
松
源
寺
研
修
旅
行
ご
案
内
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今
年
は
大
本
山
總
持
寺
二
祖
峨
山
韶
碩
禅
師
六
五
〇
回
大

遠
忌
の
年
に
な
り
ま
す
。
そ
の
足
跡
を
訪
ね
能
登
半
島
へ
の

旅
行
を
企
画
致
し
ま
し
た
。

　
總
持
寺
は
太
祖
常じ

ょ
う
さ
い

大だ
い

師し

瑩け
い

山ざ
ん

紹じ
ょ
う

瑾き
ん

禅ぜ
ん

師じ

様
に
よ
っ
て

能
登
の
門
前
に
開
か
れ
、
後
に
峨
山
禅
師
が
受
け
継
ぎ
ま
し

た
。
ま
た
羽は

咋く
い

市し

の
永よ
う

光こ
う

寺じ

も
兼
務
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
距

離
は
山
道
で
一
三
里
（
約
五
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）。
こ
の
二

つ
の
お
寺
を
朝
の
お
勤
め
の
中
に
往
来
し
ま
し
た
。

　
峨
山
禅
師
は
二
十
五
哲
と
呼
ば
れ
る
優
れ
た
弟
子
を
育
て
、

現
在
全
国
一
万
五
千
余
ケ
寺
の
一
宗
派
で
は
最
大
数
の
大
教

団
の
基
を
築
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
功
績
を
顕
彰
し
、
開
通
し

た
ば
か
り
の
北
陸
新
幹
線
に
乗
っ
て
能
登
半
島
の
旅
を
満
喫

し
た
い
と
企
画
致
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
友
人
の
方
も
お
誘

い
合
わ
せ
い
た
だ
き
、
楽
し
い
旅
に
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

期
日
　
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
三
～
二
十
五
日（
二
泊
三
日
）

◉
お
問
い
合
わ
せ
は
松
源
寺
ま
で
。
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松
源
寺
と
地
域
防
災

古
山
健
造 

氏

仙
台
市
青
葉
区
青
葉
土
樋
町
内
会
会
長

松
源
寺
を
「
が
ん
ば
る
避
難
所
」
と
し
て
登
録

泰
典
　
町
内
会
で
の
地
域
防
災
は
ど
の
よ
う
な
様
子
で
し
ょ
う
か
。

古
山
　
青
葉
土
樋
町
内
会
の
地
域
防
災
組
織
は
、
町
内
会
役
員
・
班

長
・
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
で
構
成
さ
れ
、
平
成
二
十
一
年
度
に

は
青
葉
土
樋
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
組
織
図
・
防
災
マ
ッ
プ
を
全
戸
配

布
し
て
お
り
ま
す
。
町
内
会
主
催
の
防
災
訓
練
は
二
十
二
年
三
月
六

日
に
土
樋
緑
地
公
園
で
行
い
ま
し
た
。
二
十
三
年
度
か
ら
は
五
橋
地

区
連
合
町
内
会
が
五
橋
公
園
で
行
う
訓
練
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
平

成
二
十
四
年
度
に
は
荒
町
小
学
校
区
避
難
所
運
営
委
員
会
が
設
立
さ

れ
防
災
訓
練
に
三
〇
名
程
度
が
参
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
仙
台
市
か

ら
、
五
橋
中
学
校
に
避
難
所
運
営
委
員
会
の
設
立
要
請
が
あ
り
、
五

橋
地
区
連
合
町
内
会
が
中
核
と
な
り
平
成
二
十
五
年
度
十
一
月
に
設

立
、
地
域
版
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
作
成
し
て
お
り
ま
す
。
平
成
二
十
六
年

九
月
二
十
日
の
五
橋
中
学
校
総
合
防
災
訓
練
に
当
町
内
か
ら
二
五
名

参
加
し
、
同
年
九
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ
た
荒
町
小
学
校
区
総
合
防

災
訓
練
に
当
町
内
会
か
ら
一
一
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
今
年
度
の
訓

練
日
程
も
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
五
橋
中
学
校
総
合
防
災
訓
練
は
八
月

二
十
九
日
（
土
）、
荒
町
小
学
校
区
総
合
防
災
訓
練
は
九
月
二
十
七

日
（
日
）
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
九
時
か
ら
の
予
定
で
す
。

泰
典
　
三
・
一
一
の
時
、
私
は
不
在
で
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

東
北
学
院
大
学
で
は
炊
き
出
し
を
や
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
こ
れ
は

松
源
寺
で
も
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
現
に
東
北
の
特
に
太

平
洋
側
三
県
の
曹
洞
宗
寺
院
で
は
避
難
所
の
役
割
を
担
っ
た
り
、
支

援
活
動
を
活
発
に
行
っ
た
と
い
う
話
も
多
く
聞
き
ま
す
。
寺
院
は
一

般
家
庭
に
比
べ
敷
地
も
広
い
し
、
公
共
性
の
高
い
施
設
だ
と
思
い
ま

す
。
緊
急
の
時
に
は
お
役
に
立
ち
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

古
山
　
平
常
時
や
災
害
発
生
時
の
連
携

を
、
東
北
学
院
大
学
と
五
橋
地
区
連
合

町
内
会
レ
ベ
ル
で
考
え
て
い
ま
す
が
、

具
体
的
に
は
こ
れ
か
ら
で
す
。
和
尚
さ

ん
の
お
話
は
地
域
に
と
っ
て
も
魅
力
的

な
お
話
で
す
。
避
難
所
に
は
小
中
高
等

学
校
な
ど
の
「
指
定
避
難
所
」、
市
民

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
「
補
助
避
難
所
」、

地
域
の
集
会
所
な
ど
の
「
が
ん
ば
る
避

難
所
」
が
あ
り
ま
す
。「
が
ん
ば
る
避

難
所
」
も
自
主
運
営
が
原
則
で
す
が
、

五
橋
中
学
校
避
難
所
委
員
会
に
登
録
し
て
お
く
と
物
資
な
ど
の
サ

ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

泰
典
　
お
檀
家
の
役
員
会
に
は
か
り
、
登
録
す
る
よ
う
に
進
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

七
月
十
日
に
、
松
源
寺
境
内
炊
き
出
し
防
災
訓
練

古
山
　
こ
の
地
域
は
お
祭
り
な
ど
が
少
な
く
、
盛
り
上
が
り
に
欠
け

る
と
こ
ろ
が
気
が
か
り
で
す
。
避
難
訓
練
へ
の
参
加
も
、
も
う
少
し

欲
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
防
災
と
言
い
ま
す
と
、
地
震
に
よ
る
被
害
も

そ
う
で
す
が
、
最
近
は
火
災
や
防
犯
を
切
り
口
に
取
り
組
む
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

泰
典
　
都
市
型
と
で
も
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
自
然
災
害
は

多
様
で
す
か
ら
油
断
は
で
き
ま
せ
ん
。
町
内
会
の
防
災
対
策
は
、
思

わ
ぬ
形
で
の
災
害
に
も
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。
松
源
寺
は
公
共
の
場
所
と
し
て
、
地
域
の
皆
様
に
認
識
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
の
思
い
も
あ
っ
て
、
三
月
に
『
三
・
一
一
を
忘

れ
な
い 

祈
り
の
集
い
』、
九
月
に
文
化
人
を
招
い
て
講
演
会
や
演
奏

会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
原
発
事
故
の
時
の
よ
う
な
強
制
避
難
は
別

で
し
ょ
う
が
、
人
は
避
難
す
る
と
き
に
馴
染
み
の
あ
る
所
へ
避
難
す

る
傾
向
が
あ
る
そ
う
で
す
。
常
日
頃
か
ら
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
が

大
切
で
す
。
そ
の
為
の
公
開
イ
ベ
ン
ト
で
も
あ
る
の
で
す
。

古
山
　
ご
案
内
が
あ
れ
ば
町
内
会
に
も
紹
介
し
ま
す
し
、
参
加
で
き

る
で
し
ょ
う
。

泰
典
　
今
年
は
戦
後
七
〇
年
で
、
仙
台
空
襲
七
〇
年
で
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
語
り
継
ぎ
の
よ
う
な
催
し
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
今
の
古
山
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
て
思
っ
た
の
で
す
が
、
松
源
寺

が
避
難
所
運
営
す
る
練
習
の
一
端
と
し
て
、
町
内
会
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
境
内
を
使
っ
た
炊
き
出
し
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
七
月
十
日
夕
方

か
ら
『
語
り
継
ぎ
』
と
炊
き
出
し
訓
練
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ

う
な
こ
と
が
で
き
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

古
山
　
様
々
な
資
機
材
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
使
っ
て

練
習
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
町
内
会
に
は
か
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

松
源
寺
さ
ん
は
防
災
へ
の
積
極
的
な
よ
り
よ
い
環
境
を
生
む
よ
う
に

努
力
し
て
い
る
姿
勢
が
見
え
ま
す
。
是
非
「
が
ん
ば
る
避
難
所
」
に

な
っ
て
も
ら
え
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

泰
典
　
い
ろ
い
ろ
と
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

＊  

話
題
は
多
岐
に
わ
た
り
充
実
し
て
い
ま
し
た
が
、
紙
面
の
関
係
上
多
く

を
割
愛
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
（
編
集
子
）

 

松
源
寺
ご
住
職
三
十
五
世
東
海
泰
典
師
は
、
い
つ
も
「
地
域
の
為
に
役
立
つ
松
源
寺
で
あ
り
た
い
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。

特
に
東
日
本
大
震
災
以
後
は
、
三
月
に
『
三・一
一
を
忘
れ
な
い 

祈
り
の
集
い
』
を
主
宰
し
、
九
月
に
文
化
人
を
招
い
て
講

演
会
や
演
奏
会
を
開
催
し
、
地
域
に
開
か
れ
た
文
化
活
動
を
通
じ
て
震
災
復
興
に
尽
力
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
地
域
防
災

の
為
に
、
活
動
の
場
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
た
び
青
葉
土
樋
町
内
会
長
の
古
山
健
造
氏
を
お

招
き
し
て
、
地
域
防
災
に
つ
い
て
語
り
合
い
ま
し
た
。

対談風景

対
談
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両り
ょ
う

祖そ

忌き

　
伊
達
綱
村
公
の
時
代
、
貞
じ
ょ
う

享き
ょ
う

元
年
（
一
六
八
四
）
平ひ
ら

塚つ
か

籾も
み

右え衛
門も
ん

重し
げ

次つ
ぐ

が
仙
台
藩
の
弓
術
指
南
役
と

な
る
こ
と
に
よ
り
、
雪
荷
派
の
射
芸
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
堂
形
稽
古
所
は
、
松

源
寺
の
近
く
現
在
の
宮
城
県
工
業
高
校
の
あ
た
り
に
在
り
ま
し
た
。
以
後
、仙
台
藩
雪
荷
派
は
継
承
さ
れ
、

藩
政
時
代
の
最
後
を
迎
え
よ
う
と
す
る
こ
ろ
に
、
遠
藤
勇
五
郎
時
習
が
弓
術
指
南
役
に
な
り
ま
す
。
時
習

二
十
四
歳
の
折
、
父
時と
き

中な
か

に
死
別
し
ま
す
が
、
指
南
役
で
あ
っ
た
父
の
跡
を
継
い
だ
の
は
山
内
三
保
吉
英

雄
で
し
た
。
こ
の
こ
ろ
の
時
習
は
「
早は
や

気け

」
で
、
家
業
を
継
げ
る
腕
前
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
早
気

と
は
、
発
射
の
機
が
熟
さ
な
い
の
に
射
て
し
ま
う
悪
い
癖
で
す
。
こ
の
時
習
を
立
て
直
し
た
の
は
母
天
厳

院
で
し
た
。「
こ
の
ま
ま
で
は
亡
き
夫
に
申
し
訳
が
立
た
な
い
か
ら
、二
人
と
も
死
ぬ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

お
前
は
こ
の
母
を
お
前
の
弓
で
射
殺
し
て
、
そ
の
後
に
自
害
し
な
さ
い
」
と
説
得
し
ま
す
。
的
前
に
立
ち

弓
を
キ
リ
キ
リ
と
引
き
絞
る
そ
の
矢
面
に
は
母
が
立
っ
て
い
ま
す
。
さ
す
が
に
矢
を
放
つ
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
時
習
が
こ
れ
ま
で
と
観
念
し
た
時
に
、
時
雪
の
射
形
が
入
神
の
妙
技
に
変
じ
ま
す
。
そ
の
時
「
善

し
、
そ
の
呼
吸
を
忘
れ
る
で
な
い
！
」
と
言
い
放
ち
母
は
ス
ッ
と
矢
面
を
離
れ
ま
す
。
母
の
命
を
賭
し
た

行
動
に
よ
っ
て
、
時
習
は
「
早
気
」
を
克
服
し
雪
荷
派
の
極
意
に
達
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
成
長
し
た
時

習
に
山
内
英
雄
は
射
芸
指
南
役
を
譲
り
ま
し
た
。
そ
の
後
時
習
は
、
江
戸
深
川
の
堂
に
お
い
て
通
し
矢
の

新
記
録
を
作
っ
て
江
戸
一
の
名
声
を
博
し
宿
願
を
遂
げ
た
の
で
し
た
。
時
習
は
嘉
永
四
年
五
月
に
、
行
年

五
十
五
歳
で
没
し
ま
し
た
。
そ
の
お
墓
が
松
源
寺
に
あ
り
ま
す
。

 

（
参
考

：『
弓
聖
阿
波
研
造
』
池
沢
幹
彦
［
東
北
大
学
出
版
会
］）　
　

　
大
本
山
永
平
寺
を
開
か
れ
た
高
祖
承
陽
大
師
道
元
禅
師
様
は
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

八
月
二
十
八
日
に
、
京
都
高
辻
西
洞
院
覚
念
邸
で
、
五
四
歳
で
示
寂
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

大
本
山
總
持
寺
を
開
か
れ
た
太
祖
常

大
師
瑩
山
禅
師
様
は
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
八

月
十
五
日
に
、
石
川
県
羽
咋
市
の
永
光
寺
に
て
、
五
八
歳
で
示
寂
さ
れ
ま
し
た
。

　
両
祖
大
師
の
示
寂
さ
れ
た
両
日
を
、
近
代
に
入
り
太
陽
暦
に
換
算
し
た
と
こ
ろ
、
ま
こ
と

に
不
思
議
な
こ
と
に
、
年
こ
そ
違
え
、
い
ず
れ
も
九
月
二
十
九
日
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を

う
け
て
、
明
治
十
年
十
二
月
二
十
日
に
制
定
さ
れ
た
「
祖
師
忌
改
正
条
例
」
で
は
、
太
陽
暦

で
の
九
月
二
十
九
日
を
、両
祖
大
師
の
ご
命
日
と
し
て
、「
両
祖
忌
」
と
定
め
ま
し
た
。
以
来
、

曹
洞
宗
の
お
寺
で
は
、
こ
の
九
月
二
十
九
日
に
は
、
道
元
禅
師
様
と
瑩
山
禅
師
様
の
両
祖
の

御
遺
徳
を
偲
び
、
報
恩
感
謝
の
法
要
を
営
ん
で
お
り
ま
す
。

 

（
曹
洞
禅
ネ
ッ
ト
）三尊仏

松
源
寺
の
御
縁
　
遠え
ん
藤ど
う
勇ゆ
う
五ご

郎ろ
う
時と
き
習し
げ

探さ
が

し
訪た
ず

ね
て

第5回

道元禅師瑩山禅師
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(4)

　
命
日
の
丁
度
一
か
月
前
の
二
月
二
十
日
（
金
）、
寒
気
は
残
る
も
の

の
前
日
ま
で
の
不
安
定
な
気
候
と
は
一
転
し
て
青
空
が
広
が
り
ま
し

た
。
そ
の
穏
や
か
な
光
の
中
、
松
源
寺
三
十
四
世
再
重
興
智
貫
孝
善

大
和
尚
の
一
周
忌
法
要
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
導
師
は
峰
仙
寺
大

方
丈
千
葉
省
三
老
師
（
気
仙
沼
市
津
谷
）。
五
〇
名
に
迫
る
僧
侶
が
集

い
、
出
班
焼
香
（
御
位
牌
に
向
か
い
導
師
を
中
心
に
両
班
の
八
名
が

横
一
列
に
並
び
ご
焼
香
を
行
う
）
で
最

高
位
の
敬
意
を
表
す
る
法
要
が
営
ま
れ

ま
し
た
。
松
源
寺
通
信
を
ご
覧
に
な
り

十
数
名
の
参
列
者
が
あ
り
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
現
住
智
堂
泰
典
和
尚
が
宗

門
と
お
檀
家
の
た
め
に
松
源
寺
を
さ
ら

に
充
足
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
思
い
を
述
べ

ま
し
た
。
脇
に
は
ご
子
息
の
大
輝
師
が

し
っ
か
り
と
寄
り
添
っ
て
い
ま
し
た
。

ご
縁
を
大
切
に
繋
ぎ
、
多
く
の
人
た
ち

で
そ
の
ご
遺
徳
を
偲
ぶ
ご
法
要
と
な
り

ま
し
た
。

　
早
朝
に
は
う
っ
す
ら
と
雪
景
色
で
し
た
が
、
昼
に
は
す
っ
か
り
日

差
し
が
蘇
え
り
ま
し
た
。「
今
年
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
な
ら
な
い

よ
う
に
十
分
気
を
付
け
ま
し
た
」
と
柴
山
光
由
さ
ん
。
堀
下
さ
ゆ
り

さ
ん
は
相
馬
の
ご
出
身
。
チ
ェ
リ
ス
ト
の
明
珍
幸
希
さ
ん
も
福
島
県

の
方
。『
慟
哭
の
記
録
』
編
著
者
金
菱
清
先
生
も
ご
参
加
さ
れ
た
。

松
源
寺
本
堂
に
お
い
て
東
海
泰
典
和
尚
が
導
師
と
な
り
、
法
要
を
営

ん
だ
後
、
場
所
を
「
永
松
閣
」
に
移
し
、
朗
読
会
と
コ
ン
サ
ー
ト
を

行
い
ま
し
た
。
柴
山
さ
ん
の
朗
読
が
聴
衆
を
四
年
前
に
引
き
ず
り
込

み
ま
す
。『
慟
哭
の
記
録
』
が
文
字
の
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
声
の
力

が
文
字
の
世
界
を
立
ち
あ
が
ら
せ
て
迫
っ
て
く
る
。
一
話
三
〇
分
が

第 3回

『一歩先へ　二歩先へ　三・一一その先へ』
早坂文明（蕃山房）。価格 1,000（税込）

　早坂文明（宮城県山元町徳本寺住職）
師 は、 テ レ ホ ン 法 話（ 電 話 0223-38-

1717 で聞くことができます）を発信し続
けて今年で 1,000 話を迎えようとしてい
ます。
　東日本大震災の傷跡生々しいさなか、
息をつめて復旧へ力を合わせた日々のテ
レホン法話をまとめた『まっすぐに　た
だまっすぐに　三・一一その先へ』（金港
堂）が出版されて大きな話題となりました。『一歩先へ　二歩先へ　
三・一一その先へ』（蕃山房）は、復興への歩みが孕む混沌の芽が
噴き出してきた被災地を背景に綴られたその続編です。
　早坂師が住職を兼務する徳泉寺は津波にすべてを流されました
が、御本尊様が奇跡的に見つかりました。どんな災難に遭っても、
人々の支えになろうとする一心で踏み止まったものと信じて、「一
心本尊」と名付けられ、徳本寺に仮安置されています。2013 年の
大晦日、NHK テレビ「ゆく年くる年」の中で、徳本寺からの中継
も放送されました。除夜の鐘が響く中、ライトアップされた本堂が
映し出されました。一心本尊の御姿と、徳泉寺を復興するために展
開している「はがき一文字写経」運動に呼応し、全国から届いたた
くさんのはがきが映し出されました（第 938 話）。「鐘は一里鳴っ
て　二里響き　三里わたる　その響いてわたる間に祈るのである」
と言ったのは、永六輔さんです。梵鐘のいいところは、単に音が鳴
るというのではなく、響き渡るという点です。どこまでも祈りが届
くような気がします。除夜の鐘を撞きながら、或いは聴きながら、
復興の一日も早からんことを祈りましょう（第 936 話）。一話一話
が真情にあふれ、皆様の心のよすがとなる一冊です。

松
源
寺
三
十
四
世
再
重
興
智
貫
孝
善
大
和
尚
一
周
忌
法
要

二
話
。
会
場
は
ざ
わ
つ
く
こ
と
も
な
く
、
集
中
し
た
朗
読
の
な
せ
る

業
に
魅
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
堀
下
さ
ん
の
歌
と
電
子
ピ
ア

ノ
、
明
珍
さ
ん
の
チ
ェ
ロ
が
ハ
ー

モ
ニ
ー
を
紡
ぎ
だ
し
ま
す
。
こ
と

ば
が
声
と
な
り
、
リ
ズ
ム
を
刻
み

メ
ロ
デ
ィ
ー
を
奏
で
ま
す
。
声
の

魅
力
。
二
時
四
六
分
の
黙
と
う
を

挟
ん
で
歌
い
切
る
こ
と
の
強
さ
。

そ
し
て
手
拍
子
、
手
拍
子
、
手
拍

子「
グ
ッ
バ
イ
・
レ
イ
ニ
ー
デ
イ
」。

「
来
年
も
や
り
ま
す
」
と
ご
住
職

は
力
強
く
閉
会
の
言
葉
を
述
べ
ま

し
た
。

文
芸
の
風
　
読
者
の
皆
様
か
ら
の
投
稿
作
品
を
紹
介
し
ま
す

 

短
歌 

　
佐
々
原
洋
子
（
仙
台
市
泉
区
）

　
道
端
の 

花
を
手
折
て 

テ
ー
ブ
ル
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

飾
れ
ば
た
ち
ま
ち 

あ
な
た
は
主
役

　
な
ん
と
な
く 

微
笑
み
返
し 

擦
れ
違
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

春
の
よ
う
な 

和
ら
か
き
人

 

俳
句 

　
桃
野
サ
チ
コ
（
仙
台
市
青
葉
区
）

　
な
ぐ
さ
め
の
此
の
逝
き
方
と
の
ぞ
む
声

　
夫つ
ま

に
似
て
子こ

等ら

の
手
温ぬ
く

し
冬
の
虹

第
二
回
　
　
3.11
を
忘
れ
な
い
　
祈
り
の
集
い

　堀下さゆりさん 柴山光由さん　


