
イ
ン
ド
に
種
と
し
て
生
ま
れ
、中
国
で
大
木
に
成
長
し
、日
本
で
花
開
い
た
禅
の
文
化
。

あ
る
禅
匠
は「
静
か
に
黙
し
て
坐
り
何
ひ
と
つ
し
な
い
。

す
る
と
春
が
来
て
草
は
ひ
と
り
で
に
生
え
る
」と
い
う
言
葉
を
残
し
ま
し
た
。

そ
の
精
神
性
は「
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」と
し
て
世
界
に
広
ま
り
、真
の
豊
か
さ
を
見
つ
め
る
メ
ソ
ッ
ド
と
し
て

関
心
を
持
た
れ
て
い
ま
す
。禅
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
れ
る
場
所
と
し
て
あ
る
禅
寺
。

扉
を
持
た
な
い
山
門
は
、万
人
を
受
け
容
れ
る
そ
の
心
の
表
れ
と
し
て

い
つ
で
も
す
べ
て
の
人
々
に
開
か
れ
て
い
ま
す
。

清
風
万
里
の
秋
︑

禅
堂
を
訪
ね
て

特
集



　

約
２
５
０
０
年
前
、
お
釈
迦
様
が
菩
提

樹
の
下
に
坐
り
、
悟
り
を
開
い
た
の
が
始

ま
り
と
さ
れ
る
仏
教
の
坐
禅
。
そ
の
後
、

壁
に
向
か
っ
て
９
年
間
坐
り
続
け
た
と
い

う
達
磨
大
師
に
よ
っ
て
「
禅
宗
」
が
中
国

全
土
に
広
ま
り
、
日
本
へ
。
臨
済
宗
、
曹

洞
宗
、
黄
檗
宗
の
禅
の
思
想
が
広
ま
り
、

水
墨
画
や
書
、
枯
山
水
、
茶
道
、
華
道
と

い
っ
た
日
本
文
化
の
形
成

に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
ま
し
た
。

　

そ
の
３
宗
の
中
で
「
壁

に
向
か
っ
て
た
だ
ひ
た
す

ら
坐
禅
を
す
る
。
そ
の
姿

が
仏
の
姿
で
あ
り
、
悟
り

の
姿
を
証
す
」
と
教
え
る

の
が
曹
洞
宗
で
す
。
こ
の

「
只
管
打
坐
」
と
い
う
考

え
方
は
、
目
的
を
持
た
ず
に
た
だ
坐
り
続

け
る
こ
と
。
坐
禅
の
目
的
を
「
悟
り
」
に

持
つ
宗
派
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
す
。

「
坐
禅
に
悩
み
の
解
決
や
ス
ト
レ
ス
解
消

な
ど
、
何
か
を
求
め
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
と
に
か
く
姿
を
調
え
て
た
だ
坐
る
。

最
初
は
足
が
痛
く
な
っ
た
り
眠
く
な
っ
た

り
、
雑
念
ば
か
り
が
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
繰
り
返
す

う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
体
が
適
応
し
て
い

き
ま
す
か
ら
」。

　

そ
う
語
る
坐
禅
会
担
当
の
篠
崎
英
治
さ

ん
は
、
体
が
適
応
し
て
く
る
と
、
心
が
静

か
に
な
り
、
動
物
や
木
々
、
赤
ち
ゃ
ん
の

よ
う
に
、「
た
だ
こ
こ
に
こ
う
し
て
在

る
」
状
態
に
な
る
と
話
し
ま
す
。「
そ
う

や
っ
て
想
い
を
手
放
し
、
自
分
の
心
が
静

か
に
な
る
と
、
今
こ
こ
で
見
え
た
り
聞
こ

え
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
な
た
だ
け

に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
気
づ
き
、
あ
な
た

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
尊
さ
を
受
け
取

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
生

ま
れ
な
が
ら
に
し
て
生
命
が
本
来
的
に
持

つ
仏
性
に
、
坐
禅
な
ど
の
修
行
を
通
し
て

自
ら
気
づ
く
と
い
う
曹
洞
宗
の
教
え
で

す
」。
ま
た
、
禅
に
お
け
る
大
切
な
教
え
に

「
今
」
が
あ
る
と
篠
崎
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

「
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
今
は
確
か
に
あ
る

け
れ
ど
、
あ
っ
と
い
う
間
に
過
去
に
な
り
、

本
当
の
今
は
ま
さ
に
今
こ
の
時
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
一
瞬
で
消
え
る
今
を
受
け

取
る
の
も
坐
禅
で
す
」。

　

生
き
る
こ
と
を
含
め
、
す
べ
て
の
こ
と

に
目
的
や
意
味
や
価
値
を
求
め
て
し
ま
い

が
ち
な
日
々
。
禅
で
一
旦
心
を
空
に
し
て
、

唯
一
の
「
私
」
と
「
今
」
を
感
じ
れ
ば
、
あ

り
の
ま
ま
の
自
分
に
対
す
る
深
い
安
心
感

が
得
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
禅
寺

は
そ
の
た
め
の
場
を
、
い
つ
で
も
私
た
ち

に
用
意
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

坐禅堂にて。全国各地から上山する修行僧は
１日の始まりと終わりに、坐禅をして心身を調える。

坐
禅
を
教
え
の
根
幹
と
す
る
禅
宗
が

日
本
に
広
ま
っ
た
の
は
鎌
倉
時
代
。

都
市
部
で
支
持
さ
れ
た
臨
済
宗
に
対
し
、

地
方
で
は
曹
洞
宗
が
人
々
の
信
仰
を
集
め
ま
し
た
。

庄
内
に
も
多
く
の
曹
洞
宗
寺
院
が
あ
る
中
で
、

鶴
岡
市
大
山
の「
龍
澤
山 

善
寳
寺
」は
、

曹
洞
宗
三
大
祈
祷
寺
院
の
一
つ
。僧
侶
養
成
の
た
め
の

修
行
道
場
と
し
て
日
々
坐
禅
が
行
わ
れ
て
い
る
他
、

「
坐
禅
会
」が
定
期
的
に
開
催
さ
れ
、

多
く
の
人
々
が
坐
禅
に
親
し
ん
で
い
ま
す
。

た
だ
ひ
た
す
ら
坐
り

形
を
調
え
る
と
い
う

「
禅
」の
教
え

す
わ

と
と
の

【禅のつどい×寺ヨガ】
初心者向け／毎月第４土曜日の18：00～20：00 参加費1000円
【禅のつどいネクスト】
中級者向け／毎月１回 18：30～20：00 参加費300円
【土曜参禅会】
経験者向け／毎月第２土曜日の18：00～21：00 参加費300円
※いずれも予約不要
ただし開催日については公式サイト「龍澤山 善寳寺」（HP http://ryuoson.jp/）、
Facebook、Twitterで確認を。
善寳寺
鶴岡市下川字関根100
tel.0235-33-3303

特集 
清風万里の秋、
禅堂を訪ねて 
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羽
黒
山
の
開
祖
と
さ
れ
る
蜂
子
皇
子
は
、

般
若
心
経
の
一
節
「
能
除
一
切
苦
」
を
唱

え
、
人
々
の
苦
悩
を
取
り
除
い
た
こ
と
か

ら
「
能
除
太
子
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

羽
黒
山
麓
の
古
刹
、
玉
川
寺
は
、
鎌
倉
時

代
に
曹
洞
宗
の
開
祖
で
あ
る
道
元
禅
師
の

高
弟
、
了
然
法
明
禅
師
に
よ
っ
て
開
か
れ

ま
し
た
。「
自
然
を
範
と
し
て
」
作
庭
さ

れ
た
名
勝
庭
園
は
室
町
時
代
の
意
匠
を
残

し
、
江
戸
時
代
に
羽
黒
山
中
興
の
祖
、
天

宥
別
当
に
よ
っ
て
改
築
さ
れ
ま
し
た
。

〝
花
の
寺
〞
と
い
わ
れ
る
由
縁
で
あ
る
庭

園
は
、
春
は
桜
、
初
夏
は
九
輪
草
や
つ
つ

じ
、
秋
は
萩
な
ど
折
々
の
色
を
見
せ
ま
す

が
、
今
回
、
夏
の
盛
り
に
訪
ね
る
と
、
庭

に
花
の
色
は
な
く
木
々
の
緑
の
濃
淡
が
広

が
っ
て
い
ま
し
た
。「
私
は
こ
の
緑
色
だ

け
の
庭
も
、
静
か
で
自
然
で
好
き
な
ん
で

す
」
と
話
す
の
は
第
46
世
斎
藤
広
海
住
職
。

玉
川
寺
は
住
職
が
「
お
寺
が
も
っ
と
身
近

な
存
在
で
あ
る
よ
う
に
」
と
、
坐
禅
や
写

経
、
精
進
料
理
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
通
し

て
、
檀
家
の
み
な
ら
ず
広
く
人
々
に
そ
の

門
戸
を
開
い
て
い
ま
す
。

「
禅
で
は
、
調
身
、
調
息
、
調
心
と
い
っ
て
、

坐
る
こ
と
で
心
と
身
体
を
調
え
ま
す
」。
坐

禅
も
写
経
も
ま
ず
は
こ
こ
か
ら
。「
坐
禅

は
『
手
放
す
た
め
の
行
為
』
と
も
い
わ
れ

ま
す
。
求
め
て
手
に
入
れ
た
も
の
は
い
ず

れ
失
わ
れ
る
。
正
し
い
智
恵
は
、
物
事
を

素
直
に
観
る
心
か
ら
。
何
も
求
め
な
い
と

い
う
豊
か
な
世
界
を
開
い
て
く
れ
る
の
が

禅
の
魅
力
で
す
」。

　

続
く
写
経
で
は
、
曹
洞
宗
の
経
典
で
も

あ
る
般
若
心
経
を
浄
書
し
ま
す
。
静
か
に

坐
し
、
丁
寧
に
墨
を
す
り
、
ひ
た
す
ら
に

文
字
を
な
ぞ
る
。
そ
の
シ
ン
プ
ル
な
行
為

に
人
は
何
を
見
出
す
の
で
し
ょ
う
か
。「
写

経
の
初
め
に
唱
え
る
『
四
弘
誓
願
文
』
は
、

『
衆
生
無
辺
誓
願
度
』
と
い
う
誓
い
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
生
き
と
し
生
け

る
も
の
す
べ
て
を
救
う
』
と
い
う
意
味
で

す
。
自
分
の
行
を
通
し
て
得
た
智
恵
を
、

世
の
中
に
役
立
て
る
と
い
う
誓
い
。
幸
せ

は
そ
の
循
環
の
中
に
生
ま
れ
て
く
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」。
書
写
が
終
わ
る
と

最
後
に
願
文
を
書
き
、
氏
名
を
記
し
て
「
普

回
向
」
を
唱
え
、
謹
ん
で
奉
納
し
ま
し
た
。

最
後
に
住
職
が
、
禅
の
根
本
精
神
と
し
て

「
曹
源
一
滴
水
」
と
い
う
言
葉
を
教
え
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
一
滴
の
水
に
も
宿

る
仏
の
心
、
そ
れ
は
や
が
て
大
河
に
通
じ

る
。
現
実
世
界
を
生
き
る
私
た
ち
は
心
を

純
粋
に
保
つ
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
何

事
も
初
心
を
忘
れ
ず
、
今
を
歩
ん
で
い
き

た
い
も
の
で
す
ね
」。

　

人
々
が
心
の
平
穏
を
求
め
て
い
る
よ
う

に
感
じ
る
今
の
時
代
、
禅
は
人
々
の
心
の

指
針
と
な
っ
て
く
れ
る
は
ず
、
と
斎
藤
住

職
。
法
要
や
葬
儀
だ
け
で
な
く
、
禅
に
親

し
む
場
で
も
あ
る
寺
。
よ
り
良
く
生
き
て

い
く
た
め
に
用
意
さ
れ
た
時
間
を
与
え
て

く
れ
ま
す
。

【拝観時間】
9：00～17：00［4月～10月］
9：00～16：00［11月～3月］
【拝観料】
大人400円、小中学生200円
【坐禅会】
①毎月8日19：00
②第4日曜日7：00（朝食付き）
年会費／2000円
毎回の参加費
一般 ①700円 ②1000円
会員 ①300円 ②500円
【写経会】
毎月第1日曜日9：00～10：30頃、参加費1500
円（抹茶、和菓子付き、写経筆1本500円別途）
坐禅、写経は定例会以外でも受付
精進料理は3000円～ ※2日前まで要予約
玉川寺
鶴岡市羽黒町玉川字玉川35
tel.0235-62-2746

羽
黒
山
の
麓
︑
名
園
が
彩
る
花
の
寺

建
長
３
年︵
1
2
5
1
年
︶

開
山
:
了
然
法
明
禅
師

御
本
尊
:
聖
観
世
音
菩
薩

鎌
倉
時
代
に
開
山
し
た
玉
川
寺
は
、自
然
へ
の
敬
意
と
仏
教
の
思
想
を
反
映
し
た

国
の
名
勝
庭
園
が
四
季
を
彩
り
ま
す
。名
園
を
借
景
に
般
若
心
経
と
向
き
合
う
ひ
と
と
き
は

心
に
浮
か
ぶ
雑
事
が
雲
の
よ
う
に
現
れ
て
は
消
え
、蝉
し
ぐ
れ
の
中
で
も
静
謐
そ
の
も
の
で
し
た
。

國
見
山 

玉
川
寺

ぎ
ょ
く
せ
ん
じ

特集 
清風万里の秋、
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眼
光
鋭
く
仁
王
像
が
護
る
山
門
、
そ
の

奥
に
開
山
６
０
０
余
年
以
来
の
本
堂
が
現

れ
、
見
守
る
よ
う
に
ハ
リ
モ
ミ
の
大
樹
が

そ
び
え
ま
す
。「
寺
の
裏
山
に
は
石
仏
な

ど
の
仏
像
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
残
っ
て
い

ま
す
」
と
話
す
永
泉
寺
第
63
世
熊
谷
源
宗

住
職
は
５
年
前
に
住
持
し
、
多
く
の
寺
宝

や
七
不
思
議
が
伝
わ
る
こ
の
寺
の
由
緒
を

た
ど
っ
て
き
ま
し
た
。
住
職
が
裏
山
で
見

つ
け
た
古
い
御
堂
に
は
道
了
大
権
現
、
別

名
烏
天
狗
が
祀
ら
れ
て
い
た
そ
う
。
烏
天

狗
は
修
験
道
者
の
化
身
で
、
こ
こ
が
鳥
海

山
を
ご
神
体
と
し
た
鳥
海
修
験
ゆ
か
り
の

寺
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。「
永
泉

寺
の
御
開
山
で
あ
る
源
翁
和
尚
は
曹
洞
宗

の
高
僧
で
、
白
狐
の
お
告
げ
で
こ
の
地
を

訪
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
修
験
の

地
や
霊
山
を
巡
っ
て
い
た
方
で
す
の
で
、こ

の
場
所
だ
と
見
定
め
て
寺
を
開
い
た
よ
う

に
も
思
え
ま
す
。
当
時
か
ら
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ

ト
の
一
つ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。

　

源
翁
和
尚
が
開
祖
と
な
っ
て
、
永
泉
寺

は
多
く
の
末
寺
を
開
き
、
曹
洞
宗
の
中
本

山
格
の
寺
と
な
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に

は
僧
侶
の
養
成
学
校
と
な
り
、
再
建
後
の

今
も
そ
の
造
り
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
名
残
あ
る
坐
禅
堂
に
は
、
穏
や
か
な

観
音
様
が
佇
ん
で
い
ま
し
た
。「
室
町
〜

鎌
倉
の
作
だ
そ
う
で
す
。
裏
山
の
観
音
堂

に
長
く
安
置
さ
れ
て
ボ
ロ
ボ
ロ
で
し
た
が
、

お
顔
や
手
に
気
品
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
ち

ら
の
観
音
様
と
一
緒
に
坐
禅
を
し
ま
す
」。

自
然
が
近
い
永
泉
寺
の
坐
禅
堂
は
、
朝
は

朝
の
、
夜
は
夜
の
趣
が
あ
り
ま
す
。「
夜

は
星
空
を
見
上
げ
た
り
、
お
寺
の
静
け
さ

を
感
じ
た
り
と
、
坐
禅
瞑
想
に
非
常
に
適

し
た
と
こ
ろ
で
す
」。
朝
７
時
、
檀
家
総

代
の
佐
藤
俊
太
郎
さ
ん
と
一
緒
に
坐
り
始

め
ま
す
。「
曹
洞
宗
の
坐
禅
は
答
え
を
出

す
こ
と
を
や
め
る
行
で
す
。
こ
の
身
と
心

の
働
き
が
道
そ
の
も
の
、
私
た
ち
の
現
在

の
生
命
現
象
が
答
え
そ
の
も
の
に
な
り
ま

す
」。
坐
禅
を
繰
り
返
す
こ
と
で
「
忘
我
」

自
分
を
忘
れ
て
も
の
と
一
体
に
な
る
瞬
間

を
体
験
し
、
そ
こ
か
ら
真
の
修
行
が
始
ま

る
と
言
い
ま
す
。「
一
切
為
さ
ず
、
無
為

の
法
、
無
宗
教
性
の
極
み
が
禅
で
す
。
元

よ
り
仏
、
そ
れ
ゆ
え
に
哲
学
的
な
構
築
や

心
理
分
析
で
は
な
く
『
脱
構
築
』
が
禅
の

眼
目
で
あ
る
と
。
自
己
実
現
欲
求
は
強
い

欲
望
で
人
を
駆
り
立
て
ま
す
が
、
そ
れ
を

す
べ
て
棚
上
げ
す
る
こ
と
が
人
は
困
難
に

な
っ
て
い
ま
す
」。
自
己
は
無
自
己
、
無

自
己
は
天
心
に
し
て
自
由
自
在
。
こ
れ
を

自
分
自
身
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
坐
禅
の

出
発
点
、
と
住
職
。「
人
格
や
肉
体
改
造

を
せ
ず
と
も
、
探
し
て
い
た
も
の
が
既
に

備
わ
っ
て
い
る
、
自
分
自
身
に
習
う
生
き

方
が
坐
禅
に
は
あ
り
ま
す
」。

　

こ
の
日
の
朝
の
坐
禅
、
１
日
の
始
ま
り

に
住
職
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。「
仏

陀
曰
く
『
自
ら
を
燈
に
、
た
だ
一
人
犀
の

角
の
よ
う
に
歩
め
』」。

よ
う
せ
ん
じ

【坐禅会】
毎週日曜日 6：00～7：00（朝粥付き）
参加費500円
定例会以外にも随時受付、土日1泊コース
など宿泊も可
永泉寺
遊佐町直世字仲道3
tel.0234-77-2122

苔
む
す
参
道
の
先
に
あ
る
由
緒
と
幽
玄
の
寺

永
徳
2
年︵
1
3
8
2
年
︶

開
山
:
源
翁
心
昭
大
和
尚

御
本
尊
:
薬
王
菩
薩

「
東
は
鳥
海 

西
で
は
海
を 

花
ど
き
夏
ど
き
景
色
の
外
に 

見
る
も
楽
し
き
名
所
で
ご
ざ
る
」

謡
に
残
る
遊
佐
町
の
永
泉
寺
は
、曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
直
系
の
名
刹
で
す
。

鳥
海
修
験
の
起
こ
り
か
ら
時
を
歩
む
そ
の
佇
ま
い
は〝
千
古
の
神
秘
〞を
物
語
り
ま
す
。

剱
龍
山 

永
泉
寺

特集 
清風万里の秋、
禅堂を訪ねて 

か
ら
す
て
ん  

ぐ

し
ゅ 

げ
ん

げ
ん 

の
う

ぼ
う 

が

な

さ
い

つ
の

そ
う  

じ    

じ
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酒
田
市
松
山
地
区
に
あ
る
總
光
寺
は
、

創
建
が
南
北
朝
時
代
に
遡
る
曹
洞
宗
の
お

寺
で
す
。
陸
奥
国
の
伊
勢
守
佐
藤
正
信
が

当
地
に
逃
れ
、
後
に
松
山
城
と
な
る
「
中

山
館
」
を
築
い
た
後
、
月
庵
良
圓
禅
師
と

出
会
っ
て
帰
依
し
、
本
堂
を
建
て
た
の
が

始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
以
来
、
同

院
は
道
元
禅
師
の
教
え
を
広
め
る
場
と
し

て
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
き
ま
し
た
。

「
た
だ
そ
の
後
の
江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た

檀
家
制
度
の
影
響
か
、
一
般
に
お
寺
は
現

在
、
檀
家
以
外
は
入
れ
な
い
敷
居
が
高
い

場
所
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
で
も

山
門
に
扉
が
な
い
よ
う
に
、
お
寺
は
誰
に

と
っ
て
も
開
か
れ
た
場
所
な
ん
で
す
」。

　

そ
う
話
す
の
は
第
60
世
原
崇
弘
住
職
。

〝
禅
宗
は
坐
禅
を
広
め
る
た
め
に
あ
る
〞

と
、
祖
父
で
あ
る
先
代
か
ら
続
く
一
般
向

け
の
坐
禅
会
を
定
期
的
に
開
い
て
き
ま
し

た
。「
で
も
坐
禅
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
の

か
人
が
あ
ま
り
集
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
坐
禅
へ
の
入
り
口
に
と
写
経
を
始

め
ま
し
た
。
そ
れ
も
最
初
は
反
応
が
薄

か
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
曹
洞
宗
青
年
会
で

子
ど
も
向
け
に
し
て
い
た
写
仏
を
大
人
向

け
に
始
め
ま
し
た
。
仏
様
の
姿
を
筆
ペ
ン

で
丁
寧
に
写
し
取
る
と
い
う
も
の
で
す
」。

　

自
分
の
写
し
た
い
仏
様
の
お
手
本
を
選

び
、
椅
子
に
座
っ
て
準
備
が
で
き
た
ら
、

住
職
の
導
き
の
も
と
、
坐
禅
と
同
じ
腹
式

呼
吸
で
姿
勢
と
心
を
調
え
、
合
掌
一
礼
し

し
て
仏
様
の
線
に
筆
ペ
ン
を
置
き
ま
す
。

上
手
に
書
こ
う
、
早
く
書
こ
う
と
は
思
わ

ず
に
、
ゆ
っ
く
り
と
鼻
呼
吸
を
し
な
が
ら
、

た
だ
た
だ
丁
寧
に
仏
様
の
線
を
写
し
取
る
。

眉
間
に
あ
る
白
毫
を
描
い
た
ら
、
筆
を

置
き
、
合
掌
一
礼
し
て
終
了
で
す
。「
最
後

は
当
院
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
菓
子
と
抹
茶
を
召

し
上
が
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
後
は
そ
の

ま
ま
ぼ
ー
っ
と
過
ご
し
た
り
庭
園
を
散
策

し
た
り
と
、
お
好
き
に
お
過
ご
し
い
た
だ

い
て
結
構
で
す
」。
後
ろ
の
山
中
に
は
展

望
台
か
ら
の
夕
日
が
絶
景
な
「
峰
の
薬
師

堂
奥
の
院
」
や
「
薬
師
堂
中
の
院
」、
森
の

山
供
養
の
た
め
の
「
森
の
山
道
場
」
も
あ

る
と
の
こ
と
。
帰
り
際
に
足
を
延
ば
す
の

も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

写
仏
や
写
経
を
始
め
て
か
ら
、
坐
禅
を

す
る
人
も
少
し
ず
つ
増
え
て
き
た
と
話
す

住
職
。
多
く
の
人
に
坐
禅
を
広
め
た
い
と

思
う
、
そ
の
理
由
を
伺
い
ま
し
た
。「
坐

禅
は
『
安
楽
の
法
門
』
と
も
い
う
よ
う
に
、

心
と
体
が
楽
に
な
る
た
め
の
入
り
口
で
す
。

そ
し
て
禅
の
教
え
は
生
き
て
い
く
上
で
の

大
き
な
指
針
に
な
る
と
、
私
は
経
験
的
に

確
信
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
禅
は
必
ず
し

も
坐
禅
に
縛
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
ま
ず
は
写
仏
や
写
経
な
ど
か
ら
気

楽
に
体
験
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
」。

　

呼
吸
を
調
え
、
姿
勢
を
調
え
、
心
を
調

え
る
禅
の
時
間
。
匂
い
桜
や
睡
蓮
、
彼
岸

花
な
ど
境
内
に
咲
く
草
花
が
、
人
々
の
来

訪
を
四
季
折
々
に
待
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
こ
う
じ

【拝観・体験時間】
9：00～16：00 不定休
※12月～3月は積雪のため休館
【拝観料】
大人400円、小中学生200円
障害者手帳をお持ちの方200円
団体（20名以上）360円
行茶（抹茶と和菓子）600円
【坐禅・写仏・写経体験料】
志納金1500円（抹茶・お菓子付き）
14：00最終受付 ※要予約
【夜坐のつどい】　
４～12月の第３日曜日19：00～20：00
志納金500円 ※予約不要
總光寺
酒田市字総光寺沢8
tel.0234-62-2170

き
の
こ
杉
が
誘
う
清
閑
の
古
刹

至
徳
元
年︵
1
3
8
4
年
︶

開
山
:
月
庵
良
圓
禅
師　

開
基
:
伊
勢
守
佐
藤
正
信
公

御
本
尊
:
薬
師
如
来

前
方
に
松
山
歴
史
公
園
、後
方
に
森
林
公
園「
眺
海
の
森
」が
広
が
る
總
光
寺
。

樹
齢
４
０
０
年
の「
き
の
こ
杉
」が
立
ち
並
ぶ
先
に
あ
る
山
門
を
く
ぐ
り
、本
堂
に
足
を
踏
み
入
れ
ば
、

国
指
定
名
勝
庭
園「
蓬
莱
園
」の
幽
玄
な
景
観
と
、第
60
世
住
職
の
や
さ
し
い
笑
顔
に
出
会
え
ま
す
。

洞
瀧
山 

總
光
寺

特集 
清風万里の秋、
禅堂を訪ねて 

ほ
う
ら
い
え
ん

げ
つ
あ
ん
り
ょ
う
え
ん

び
ゃ
く
ご
う
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「
私
が
子
ど
も
の
頃
は
、
寺
は
学
校
帰
り

の
遊
び
場
で
し
た
。
み
ん
な
で
野
球
や
缶

蹴
り
や
墓
鬼
を
し
て
ね
。
そ
う
や
っ
て
昔

の
よ
う
に
人
が
集
う
場
所
に
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」
と
話
す
の
は
、
青
原
寺

第
39
世
渡
部
弘
行
住
職
で
す
。

　

青
原
寺
は
お
殿
様
の
菩
提
寺
と
し
て
建

立
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
本
堂
は
渡
部
住

職
の
先
々
代
が
遊
佐
の
蕨
岡
か
ら
移
築
し

た
も
の
で
、
当
初
は
少
な
か
っ
た
檀
家
も

そ
の
頃
か
ら
増
え
始
め
、
現
在
は
多
く
の

檀
家
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
月
１
回
の

坐
禅
会
も
檀
家
に
向
け
て
始
め
た
も
の
で
、

「
出
張
坐
禅
」
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

青
原
寺
の
坐
禅
会
は
、
体
と
呼
吸
の
ス

ト
レ
ッ
チ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。「
坐
禅
の

行
法
の
『
調
身
・
調
息
・
調
心
』
は
、
調

え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
調
和
の
イ

メ
ー
ジ
で
す
。
例
え
ば
私
た
ち
の
体
は
、

細
胞
の
一
つ
一
つ
が
働
い
て
、
調
和
し
な

が
ら
生
命
体
を
築
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
大

き
く
見
れ
ば
、
地
球
も
さ
ま
ざ
ま
な
生
物

が
調
和
し
た
生
命
体
で
す
。
そ
の
こ
と
を

身
を
任
せ
て
感
じ
る
の
が
坐
禅
だ
と
思
い

ま
す
」。

　

坐
禅
の
間
に
湧
き
上
が
る
想
念
や
雑
念

も
脳
が
働
い
て
い
る
証
拠
。
生
き
て
い
る

こ
と
を
実
感
で
き
る
証
で
、
執
着
せ
ず

ス
ッ
と
放
せ
ば
い
い
と
渡
部
住
職
は
言
い

ま
す
。「
一
番
難
し
い
の
は
、
坐
る
た
び

常
に
初
心
を
保
ち
続
け
る
こ
と
。
坐
禅
と

は
、
過
去
に
と
ら
わ
れ
ず
、
未
来
を
憂
え

ず
、
今
こ
こ
で
生
き
て
い
る
こ
と
を
端
的

に
表
現
し
た
も
の
。
特
別
な
力
や
魔
法
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
今
の
自
分
が
ポ
ン
と

世
界
に
さ
ら
さ
れ
て
、
世
界
と
つ
な
が
り
、

包
ま
れ
て
い
る
姿
が
坐
禅
で
す
」。

　

自
分
と
い
う
命
と
向
き
合
う
こ
と
で
、

世
界
と
の
つ
な
が
り
に
気
づ
く
坐
禅
。
渡

部
住
職
は
そ
の
つ
な
が
り
を
仏
教
の
三
宝

「
仏
・
法
・
僧
」
に
例
え
て
話
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。「
仏
は
お
釈
迦
様
、
法
は
そ
の

教
え
、
僧
は
『
僧
伽
』
と
い
っ
て
そ
の
教

え
の
も
と
で
共
に
修
行
し
、
仏
教
を
学
ぶ

仲
間
と
い
う
意
味
で
、
個
が
つ
な
が
っ
て

得
ら
れ
る
力
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ

を
形
に
し
た
の
が
『
文
化
祭
』
で
す
」。
青

原
寺
で
は
平
成
30
年
、
令
和
元
年
と
「
文

化
祭
」
を
開
催
。
檀
家
が
実
行
委
員
と

な
っ
て
〝
お
寺
で
１
日
を
過
ご
す
〞
出
店

や
企
画
を
行
い
ま
し
た
。
中
に
は
、
お
坊

さ
ん
バ
ン
ド
に
よ
る
ラ
イ
ブ
も
。
ス
テ
ー

ジ
は
ご
本
尊
の
前
に
特
設
さ
れ
ま
し
た
。

「
ご
本
尊
に
お
尻
を
向
け
て
い
る
よ
う
で
す

が
（
笑
）
お
釈
迦
様
や
ご
先
祖
様
も
き
っ

と
喜
ん
で
く
だ
さ
い
ま
す
。
手
を
合
わ
せ

る
だ
け
が
供
養
で
は
な
く
、
こ
こ
に
集
う

皆
さ
ん
の
笑
顔
が
最
高
の
供
養
で
す
」。

　

笑
顔
に
な
れ
る
お
寺
と
し
て
皆
さ
ん
の

居
場
所
で
あ
り
続
け
た
い
、
住
職
が
そ
う

話
す
こ
の
寺
は
、
世
界
や
先
祖
、
そ
し
て

自
分
自
身
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
ら
れ
る

温
か
な
居
場
所
で
す
。

せ
い
げ
ん
じ

【坐禅会】
第3土曜日 19：00～20：30 ※要予約
「坐禅の出前」も随時受付（会社レクリエー
ション、部活、家庭、地域の行事など）
青原寺
酒田市亀ヶ崎4-1-23
tel.0234-24-2024

   

亀
ヶ
崎
城
主
が
築
い
た
︑
人
々
の
居
場
所

慶
長
5
年︵
1
6
0
0
年
︶

開
山
:
三
光
存
辰
大
和
尚

開
基
:
志
村
伊
豆
守
光
安

御
本
尊
:
釈
迦
牟
尼
仏

酒
田
繁
栄
の
礎
を
築
い
た
亀
ヶ
崎
城
主
、志
村
伊
豆
守
光
安
の
菩
提
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
た

青
原
寺
。開
か
れ
た
地
域
を
目
指
し
た
志
村
公
の
志
を
継
ぐ
よ
う
に
、

開
か
れ
た
場
と
な
り
、そ
こ
に
人
々
が
集
う
、新
し
い
寺
の
文
化
を
創
っ
て
い
ま
す
。

曹
渓
山 

青
原
寺

特集 
清風万里の秋、
禅堂を訪ねて 

さ
ん  

が

ぼ  

だ
い  

じ
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