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住
職
挨
拶 

お
か
げ
さ
ま
で
、
昨
年
１
１
月
１
２
日
に
晋
山
式
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
晋
山
式
、
及
び
晋

山
式
記
念
事
業
に
対
し
過
分
の
ご
寄
進
を
頂
き
、
大
変
有
難
く

存
じ
ま
す
。
正
式
に
住
職
と
な
っ
て
初
め
て
の
新
年
を
迎
え
ま

し
た
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
大
竹
文
雄
大
阪
大
教
授
ら
の
研
究
に
よ
る
と
、
子
供

時
代
に
神
社
、
寺
、
道
に
祀
ら
れ
た
地
蔵
尊
な
ど
が
多
い
地
区

に
育
っ
た
人
ほ
ど
、
人
と
の
信
頼
や
結
び
つ
き
が
高
く
、
ひ
い

て
は
健
康
や
幸
福
度
が
高
く
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
そ
う
で

す
。
小
さ
な
頃
か
ら
の
信
仰
心
は
人
生
を
楽
し
く
豊
か
に
す
る

と
い
う
事
で
し
ょ
う
。
無
論
、
元
よ
り
幸
福
を
独
り
占
め
に
し

よ
う
と
す
る
不
徳
の
輩
に
は
返
っ
て
逆
効
果
で
あ
る
事
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
「
積
善
の
家
に
余
慶
あ
り
」
と
は
こ
の

事
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ま
に
仏
天
の
加
護
あ
ら
ん
事
と
共
に
、

真
の
幸
福
を
願
い
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

祐
山
和
尚
一
周
忌 

昨
年
２
月
２
８
日
、
祐
山
和
尚
の
小
祥
忌
（
１
周
忌
）
を
、
姫

路 

龍
門
寺
の
又
玄
窟
老
大
師
を
導
師
に
お
迎
え
し
て
厳
修
い
た
し

ま
し
た
。
も
う
１
年
、
早
い
も
の
で
す
。
お
膳
は
す
べ
て
和
尚
さ

ん
方
に
よ
る
手
作
り
の
精
進
膳
で
す
。
丁
度
季
節
の
変
わ
り
目
で

食
材
選
び
に
苦
労
し
ま
し
た
が
、
苦
労
し
た
だ
け
良
い
供
養
に
な

り
ま
し
た
。
今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
手
作
り
の
法
事
。
祐
山
和

尚
、
喜
ん
で
く
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

行
事
ご
案
内 

 

◎
１
月
１
３
日
（
土
） 

 

成
道
会
（
じ
ょ
う
ど
う
え
） 

 
 

釈
尊
が
お
悟
り
を
開
か
れ
た
こ
と
に
因
み
、 

塔
婆
供
養
と
法
話
の
会
を
し
ま
す 

◎
１
月
１
５
日
（
月
） 

懺
法
会
（
せ
ん
ぼ
う
え
） 

 
 

観
音
菩
薩
の
導
き
に
よ
る
懺
悔
と
安
泰
祈
願 

☆
書
院
に
て
小
豆
粥
接
待 

◎
１
月
１
７
日 

 

初
観
音
講 

◎
２
月
１
１
日
（
祝
日
） 

 

新
福
寺
大
般
若 

 
 

※
前
後
本
厄
年
の
方
は
お
参
り
下
さ
い 

◎
２
月
１
５
日 

 

涅
槃
会
（
ね
は
ん
え
） 

 
 

お
釈
迦
さ
ま
の
命
日 

寺
宝
大
涅
槃
図
展
覧 

◎
３
月
１
４
日
（
水
） 

 

春
季
巡
教
（
し
ゅ
ん
き
じ
ゅ
ん
き
ょ
う
） 

 
 
 

本
山
布
教
師
の
法
話
と
塔
婆
供
養 

◎
御
講
当
番 

 
 
 
 

辻
・
南
・
東
１ 

◎
第
２
第
４
水
曜
日 

ご
詠
歌
練
習
日 

◎
お
寺
で
婚
活 

吉
縁
会
の
詳
細
日
程
は
吉

縁
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

修
理
箇
所
報
告 

納
骨
堂
マ
ッ
ト
新
調
。
井
戸
清
掃
等
。 

晋
山
式
に
あ
た
り
、
襖
や
畳
を
更
新
、
樹
木
の

整
備
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
詳
細
は
決
算

報
告
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 

あ
と
が
き 

 

冷
え
た
風
の
顔
に
当
た
る
を
感
じ
、

ふ
と
時
節
の
早
さ
を
思
い
ま
し
た
。
膝

や
腰
が
少
し
痛
む
く
ら
い
で
、
お
か
げ

さ
ま
で
元
気
に
過
ご
さ
せ
て
頂
い
て

お
り
ま
す
筆
者
は
、
有
難
い
こ
と
で
、

今
年
で
３
８
才
に
な
り
ま
す
。
剃
髪
し

て
い
る
の
で
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
鏡
を

見
る
と
似
合
わ
ぬ
白
髪
が
生
え
て
い

ま
し
た
。
心
は
ま
だ
白
髪
に
追
い
つ
い

て
い
な
い
と
い
う
の
に
、
気
恥
ず
か
し

い
、
、
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
！ 

湯
葉
巻
、
人
参
、
蕪
、
擬
製
豆
腐
、

蕾
菜
、
東
寺
湯
葉
、
干
瓢
え
ん
ど
う

胡
麻
味
噌
和
え
、
菜
花
和
え
、
叩
き

牛
蒡
、
白
州
和
え
、
関
山
麩
、
胡
麻

豆
腐
、
湯
葉
フ
ラ
イ
、
蓬
麩
蓮
根
饅

頭
蒸
し
物
、
粕
汁
、
白
的
、
富
貴
味

噌
、
沢
庵
、
笹
巻
麩
、
こ
げ
湯 
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◎
春 

 

托
鉢 

三
川
鉢 

 

神
戸
祥
福
寺
の
雲
水
さ
ん
が
托
鉢
を
さ
れ
ま
す 

◎
５
月
５
日 

 

降
誕
会
（
ご
う
た
ん
え
） 

 
 
 

釈
尊
の
誕
生
日 

 

☆
山
門
に
て
甘
茶
接
待 

◎
５
月
１
６
日
（
水
） 

 

ご
詠
歌 

発
展
拡
充
大
会 

◎
６
月
下
旬 

 
新
亡
供
養
（
し
ん
も
う
く
よ
う
） 

於 

妙
心
寺 

 
 

該
当
の
方
に
は
４
月
頃
に
ご
案
内
致
し
ま
す 

◎
夏
休
み 

 
 
 

こ
ど
も
坐
禅
会 

◎
８
月
１
日
〜
１
４
日 

お
盆
の
お
参
り 

◎
８
月
１
６
日
（
木
） 

 

山
門
大
施
餓
鬼
（
さ
ん
も
ん
だ
い
せ
が
き
） 

☆
書
院
に
て
抹
茶
菓
子
接
待 

◎
１
２
月
３
１
日
２
３
時
半
〜
１
時 

 

除
夜
の
鐘 

 
 
 
 
 
 
 

☆
精
進
蕎
麦
接
待 

◎
毎
月
１
７
日 

 

観
音
講 
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第２２世 玄祐和尚晋山式特集 

１１月１２日、晴天に恵まれて晋山式が挙行されました。最初に稚児行列

が行われ、和尚さんや実行委員さんを先頭に８０名のお稚児さんが長勝寺に

向けて出発しました。到着後、お清めの香水と、              

三宝印という有難い印を額に押して頂きます。               

新命和尚は山門で、住職の心構えを問う儀式を 

経て、新観音堂の落慶式を執り行いました。 

いよいよ晋山式です。一歩、また一歩と本堂に進み、古

来伝統の様式に従って、 

心境を漢詩に認めて発表し、 

お釈迦様や、歴代の住職、 

寺の鎮守様にご挨拶の香を 

焚いて、深々と五体投地の 

礼拝をします。 

一旦退席の後、着けていた 

伝法の袈裟を改めて再出頭し、頂いた浄財に対し御礼の礼拝を致します。 

その後、九州東教区宗務所長、福正寺様 

より住職辞令の交付を受け、名実共に新 

住職に就任いたしました。 

新住職が修行した神戸祥福寺僧堂の 

師家であられた、河野太通老大師よりご 

垂訓を頂戴しました。「人生を意義 

あらしめるには勇気、希望、少しの 

蓄えが有れば良い」というチャップ 

リンの言葉を引き、更に付け加えて 

「善き友を持つこと」を強調されま 

した。続いて総茶礼と言って、和合 

の意を込めて一つの釜で沸かしたお茶を皆で一斉に頂き、結びに総代寺司博

光様より謝辞を頂いて晋山式を無事に円成いたしました。 

 

                      

 

観
音
堂
つ
い
に
完
成 

晋
山
式
記
念
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
だ
観
音
堂
改
築
。
衞
藤
建

築
さ
ん
の
手
に
よ
っ
て
、
解
体
か
ら
３
年
の
年
月
を
掛
け
、
つ
い

に
完
成
し
ま
し
た
。 

お
身
拭
い
も
終
わ
り
、
見
違
え
る
ほ
ど
美
し
く
な
ら
れ
た
観
音

様
、
重
厚
な
木
材
の
安
ら
ぐ
香
り
に
包
ま
れ
ま
す
。
理
屈
抜
き
に

癒
さ
れ
る
観
音
堂
。
い
つ
で
も
自
由
に
戸
を
開
け
て
お
参
り
下
さ

い
。
荘
厳
な
堂
内
に
心
打
た
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
尚
、
建
築

の
記
録
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
お
り
ま
す
の
で
そ
ち
ら

も
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

又
、
観
音
堂
の
右
横
に
新
た
に
茨
城
県
真
壁
町
か
ら
取
り
寄
せ

た
「
水
掛
不
動
尊
」
を
安
置
し
ま
し
た
。
何
故
水
を
掛
け
る
の
で

し
ょ
う
か
？
お
不
動
様
は
後
ろ
に
火
を
抱
え
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
の
で
た
い
そ
う
熱
い
の
で
す
。
そ
の
火
の
元
を
よ
く
よ
く
た
ど

れ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

っ
て
み
る
と
、
私
達
の 

 

煩
悩
に
た
ど
り
つ
き

ま
す 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

行
き
つ
き
ま
す
。
煩
い
や
悩
み
に 

 

ま
み
れ
た
日
々
を
内

省
し
、
水
を
掛
け
て
お 

参

り

下

さ

い

。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

い
。 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

お

講

が

変

わ

り

ま

し

た 

様
々
な
行
事
に
合
わ
せ
て
、
お
参
り
の
方
に
お
講
（
食
事
）
を
出

す
風
習
が
あ
り
ま
し
た
が
、
１
月
、
８
月
の
メ
ニ
ュ
ー
を
思
い
切
っ

て
大
幅
に
変
更
し
ま
し
た
。
１
月
は
無
病
息
災
の
小
豆
粥
、
８
月
は

暑
気
払
い
の
珍
し
い
お
菓
子
と
抹
茶
で
す
。
詳
し
く
は
４
ペ
ー
ジ
の

行
事
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ど
な
た
も
ご
参
加
で
き
ま
す
。 

◎

納

骨

堂

が

土

足

可

と

な

り

ま

す

 

現
在
、
ス
リ
ッ
パ
に
履
き
替
え
て
頂
い
て
お
り
ま
す
納
骨
堂
で
す

が
、
今
年
よ
り
土
足
可
と
な
り
ま
す
。
お
子
様
や
、
ス
リ
ッ
パ
に
履

き
替
え
る
こ
と
が
困
難
な
方
に
も
お
参
り
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

靴
の
泥
を
よ
く
落
と
し
て
お
入
り
下
さ
い
。 

 

 
 ―

玄
関
横
の
壺
― 

 

長
勝
寺
の
玄
関
横
に
薄
汚
れ
た
壺
の

あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
５
０
年
以

上
前
か
ら
長
勝
寺
の
玄
関
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

実
は
こ
の
壺
、
骨
董
の
世
界
で
は
有
名
な
「
古
備
前
」
な
ん
で

す
。
亀
裂
が
入
っ
て
い
る
た
め
針
金
で
口
を
止
め
て
い
ま
す

が
、
堂
々
と
し
た
た
た
ず
ま
い
は
力
強
さ
を
感
じ
ま
す
。 

 

シ

リ

ー

ズ

 

長

勝

寺

の

至

宝

 


