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第 １ 号

嵐の中で育つ木は　強くなる　（「ぐち聞き地蔵さん」より）

一
乘
寺
だ
よ
りBefore After

「昔の本堂」の様子をご覧になりたい方は、
一乗寺「公式ホームページ」の動画をご覧ください。

検 索庵原山　一乗寺

【
年
末
年
始
の
ご
案
内
】

◎
令
和
時
代
最
初
の「
除
夜
の
鐘
」と
な
り
ま
す
。

　

来
る
年
の
幸
せ
を
願
い
、鐘
の
音
を
つ
な
ぎ
ま
し
ょ
う
。

※
当
日
は
、「
甘
酒
」
や
「
お
し
る
こ
」
等
の
振
る
舞
い
も

　

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ど
な
た
さ
ま
も
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

　

ご
来
山
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

※
防
寒
対
策
を
お
忘
れ
な
く
！

※
一
〇
八
回
を
過
ぎ
て
も
、
ご
参
詣
さ
れ
た
皆
さ
ま
全
て

　

鐘
を
打
つ
こ
と
が
出
来
ま
す
。

新
春
「
大
般
若
祈
祷
祭
」

　

令
和
二
年
　

一
月
七
日
（
火
）

　

① 

十
一
時
〜
　

「
転
読
大
般
若
（
法
要
）」

　

② 

十
一
時
四
十
五
分
〜
　

「
宇
宙
雅
楽
」
奉
納
演
奏

　

③ 

十
二
時
三
十
分
頃
〜
　

「
小
宴
」

参
加
費
　

お
一
人
さ
ま
　

三
千
円（
祈
祷
料
含
む
）

◎
別
紙
に
て
御
案
内
の
通
り
、
新
本
堂
の
お
披
露
目
を

　

兼
ね
、
新
年
の
無
病
息
災
を
祈
る
祈
祷
祭
を
行
い
ま
す
。

　

後
席
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。

◎
服
装
は
、
ご
自
由
で
結
構
で
す
。

令
和
元
年
　

大
晦
日
「
除
夜
の
鐘
」

　

十
二
月
三
十
一
日
（
火
）
午
後
十
一
時
四
十
五
分
〜

※こちらのページは、今後檀信徒の皆さまからの「広告」を無料掲載して参りたく
　存じます。「店舗情報」や「収穫物のお知らせ」「大切な方へのメッセージ」など、
　告知したいことがありましたら、お寺までご一報ください。

◀ この度、「おかえりの森」という介護支援サ
イトが生まれました。孤独になりがちな介護
生活をいかに明るく楽しく送れるか、悩みを
共有し解決の糸口をつかむヒントが数多く紹
介されています。

　 当寺もweb サイトの立ち上げから参画して
おり、サイト内の「ぐち聞き地蔵さん」とい
うコンテンツでは、愚痴を聞くお地蔵さんと
して住職の言葉も掲載しております。ぜひ検
索してみてください。

令和元年 12月 20日 （１） （４）禅寺の　鼠も拝む　鏡餅

　来る令和２年１１月１５日（日）、一乗寺にて晋山式（し
んさんしき）が執り行われます。晋山式とは、そのお寺に
新しい住職が就任し、皆さまのより豊かな人生と地域の安
寧を祈り、内外に正式なお披露目をする法要です。
　この晴れの日をお祝いする「お稚児さん行列」という儀
式があります。神仏にお仕えする童子・童女を「稚児（ち
ご）」と呼び、今回この行列（パレード）に参加されるお
子さまを募集いたします。古来より、この行事に参加され
ると無病息災・諸難消除の厄除けができ、健やかでしあわ
せな将来が開けてくるようになるといわれております。
　この度の儀式は、数十年に一度あるかないかの仏縁でご
ざいます。少子化の昨今、お一人でも多くの子どもたちに
ご参加していただき、地域の皆さまとともに多幸を祈願い
たしたく、ここにご案内させていただきます。　　　　　
　　　　

一乗寺住職　丹羽崇元　合掌

●日　　時

●募集年齢

●参加費用
●申し込み

令和２年11月15日（日）　午前８時～９時30分
（※詳細につきましては、来春頃あらためてご案内申し上  
げます。）
４才から12才位の男女　（檀家さんに限らず広く募集して
おります。保護者の方ご同伴でお願いいたします。）
６，０００円　（稚児衣装のレンタル料・記念品・記念写真）
一 乘 寺　〔８月末日（月）までにお願いいたします〕



　

皆
さ
ま
、
は
じ
め
ま
し
て
。
一
乗
寺
住
職
の
丹
羽
崇
元
（
に
わ
そ

う
げ
ん
）
と
申
し
ま
す
。
改
歳
に
際
し
ま
し
て
、
謹
ん
で
ご
挨
拶
を

申
し
上
げ
ま
す
。
す
で
に
、
法
事
や
書
面
等
に
て
ご
案
内
の
通
り
、

約
三
年
ほ
ど
前
か
ら
、
お
よ
そ
三
〇
年
に
渡
り
住
職
を
務
め
て
参
り

ま
し
た
先
代
の
父
よ
り
代
替
わ
り
を
い
た
し
ま
し
て
、
誠
に
及
ば
ず

な
が
ら
住
職
の
任
を
仰
せ
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。

　

お
寺
の
長
子
と
し
て
生
を
受
け
、
い
つ
か
は
こ
の
よ
う
な
日
が
来
る

と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
市
内
羽
鳥
の
洞
慶
院
先
住 

丹
羽
鐵
山
方

丈
の
逝
去
に
端
を
発
し
、
父
で
あ
る
義
裕
方
丈
が
羽
鳥
へ
私
が
庵
原

へ
着
任
す
る
次
第
と
な
り
ま
し
た
。
思
い
返
せ
ば
こ
の
三
年
間
、
父

そ
し
て
祖
父
で
あ
り
師
匠
の
残
し
た
足
跡
を
探
す
日
々
で
し
た
。「
父

な
ら
ど
う
し
た
だ
ろ
う
」「
祖
父
な
ら
こ
う
言
う
は
ず
だ
」
と
、
心
の

中
の
両
師
の
声
に
耳
を
傾
け
自
問
自
答
し
な
が
ら
法
務
を
し
て
参
り

ま
し
た
。

　

今
か
ら
約
一
〇
年
前―

。
永
平
寺
の
本
山
修
行
か
ら
帰
り
、
洞
慶

院
に
て
約
五
年
間
祖
父
母
と
喜
怒
哀
楽
の
生
活
を
送
れ
ま
し
た
こ
と

は
、
自
分
に
と
っ
て
生
涯
の
財
産
と
な
り
ま
し
た
。
僧
侶
と
し
て
未

だ
未
熟
な
私
に
叱
咤
激
励
の
言
葉
を
か
け
、
数
多
く
の
お
話
や
あ
る

べ
き
心
構
え
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

約
二
五
〇
〇
年
前
、
今
の
イ
ン
ド
で
「
仏
教
」
を
開
い
た
お
釈
迦

さ
ま
。
人
生
の
苦
し
み
や
悲
し
み
に
、「
ど
う
向
き
合
え
ば
よ
い
か
」

「
ど
う
乗
り
越
え
た
ら
よ
い
の
か
」
悩
み
仏
教
を
伝
え
ま
し
た
。
そ
の

お
釈
迦
さ
ま
最
期
の
教
え
に
、『
自
灯
明
・
法
灯
明
（
じ
と
う
み
ょ
う
・

ほ
う
と
う
み
ょ
う
）』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
意
訳
す
れ
ば
、「
自

己
を
拠
り
処
と
し
、法
を
拠
り
処
と
せ
よ
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
釈
尊
の
死
が
間
近
で
あ
っ
た
と
き
、「
師
が
亡
く
な
っ
た
ら
、

何
に
頼
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
嘆
く
弟
子
の
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
対
し
て
諭

さ
れ
た
言
葉
で
す
。
長
年
、
お
釈
迦
さ
ま
に
寄
り
添
い
仕
え
た
弟
子

の
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
と
っ
て
釈
尊
は
教
え
を
導
く
師
で
あ
り
、
心
か
ら

頼
り
と
す
る
偉
大
な
る
存
在
で
し
た
。
そ
の
師
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
な
ら
ば
「
そ
の
あ
と
自
分
は
、
誰
か
ら
教
え
を
受
け
、
ど
う
や
っ

て
生
き
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
」
と
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
う
の
も
無

理
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
お
釈
迦
さ
ま
は
、
私
や
他
者
を
頼
る
の
で
は

な
く
「
ま
ず
自
分
自
身
を
大
切
な
拠
り
処
と
し
な
さ
い
」
そ
し
て
、「
法

を
頼
り
に
し
な
さ
い
」
と
答
え
ま
し
た
。
こ
こ
で
言
う
法
と
は
、
法

律
の
こ
と
で
は
な
く
「
仏
法
」
す
な
わ
ち
「
人
間
と
し
て
の
正
し
い

行
い
」
や
「
自
然
の
摂
理
」
の
こ
と
を
表
し
ま
す
。
自
分
の
人
生
で
、

自
ら
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、他
の
誰
で
も
な
く
「
自
分
自
身
」

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

大
切
な
人
を
失
っ
た
と
き
に
、
人
は
悲
嘆
し
あ
る
い
は
途
方
に
暮

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
生
の
中
で
最
も
つ
ら
い
出
来
事
は
、
死
別
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
「
あ
な
た
の
お
気
持
ち
、
痛
い

ほ
ど
わ
か
り
ま
す
」
と
静
か
に
寄
り
添
い
ま
し
た
。
そ
の
上
で
そ
こ

か
ら
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
お
言
葉
を
数
多
く
残
さ
れ
ま
し

た
。
迷
っ
た
時
に
は
、
心
の
中
の
故
人
様
の
声
に
耳
を
傾
け
て
く
だ

さ
い
。
問
い
か
け
れ
ば
必
ず
答
え
は
返
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ

う
し
て
、
皆
さ
ま
が
健
や
か
に
生
き
る
の
を
、
亡
く
な
っ
た
方
も
き
っ

と
願
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。　

今
年
の
十
一
月
に
は
、
名
実
と
も
に

一
乗
寺
の
住
職
と
な
る
「
晋
山
式
」
が

執
り
行
わ
れ
ま
す
。
今
ま
で
は
、
亡
き

祖
父
の
影
を
追
い
先
師
方
に
劣
る
自
分

の
至
ら
な
さ
に
恥
じ
入
る
こ
と
ば
か
り

で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
受
け
継
が
れ

て
き
た
法
灯
と
有
縁
の
皆
さ
ま
の
声
を

頼
り
に
自
分
自
身
の
道
を
歩
ん
で
参
り
た
く
存
じ
ま
す
。

　

折
り
し
も
私
が
ね
ず
み
年
生
ま
れ
で
、
守
り
本
尊
が
千
手
観
音
様

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
本
年
か
ら
当
寺
報
も
カ
ラ
ー
印
刷
に
し
、
千

の
声
を
聴
き
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
手
が
行
き
届
く
よ
う
に
と
い
う
思

い
で
創
刊
し
ま
し
た
。
　

　

皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
を
伺
い
、
よ
り
善
い
寺
院
運
営
・
供
養
の

在
り
方
を
考
え
て
参
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
法
愛
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
住
職
　

合
掌
）

寄 

稿

―

想
い
を
言
葉
に―

坐
禅
会
・
役
員
の
大
多
和 

肇
氏
よ
り
、
新
住
職
就
任
と
本
堂
の

落
成
を
お
祝
い
す
る
漢
詩
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

本ほ
ん

殿で
ん

落ら
く

成せ
い

　

 

瑞ず
い

光こ
う

を
放は

な

つ

瓦が

光こ
う

棟と
う

影え
い
　

 

朝ち
ょ
う

陽よ
う

に
輝
く

一い
ち

乗じ
ょ
う

禅ぜ
ん

寺じ
　

 

千
年
の
道

崇そ
う

元げ
ん

和お

尚し
ょ
う 

　

仏ぶ
つ

堂ど
う

を
護
る

※
読
者
の
皆
さ
ま
へ
。
寄
稿
文
・
俳
句
・
写
真
・
絵
画
等
、
一
乗
寺
に
ま
つ
わ
る
作
品

　

を
大
募
集
い
た
し
ま
す
。
い
つ
で
も
、
お
寺
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

「丹羽廉芳禅師
２７回忌法要」
永平寺参拝の旅

「わが家と地域の防災対策」
市政出前講座

「一乗寺第２駐車場」整地

「防災かまどベンチ」
 設置

　（３） （２）

2019年のできごと

ご
あ
い
さ
つ一

乗
寺
住
職
　

丹
羽
崇
元

（9月 26～ 27日）

（9月 17日）

（庵原小ウラ庚申堂）

▶
「イハラ建成工業㈱」
のご厚意による施工
です。

“幸せの種”は、心のポケットに必ず入っている。ポケットがゴチャゴチャして見えないだけや。　（「ぐち聞き地蔵さん」より）


