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沼
禅
苑
を
開
苑
し
て
二
十
二
年
目
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
偏
に
皆
様
方

の
お
蔭
様
と
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
年
は
い
よ
い
よ
四
月
よ
り
本
堂
の
工
事
に
着
手

致
し
ま
す
。

　
彼
岸
や
お
盆
の
法
要
・
葬
式
・
法
事
等
の
仏
事
、

そ
し
て
坐
禅
会
や
講
話
な
ど
禅
文
化
の
発
信
が
行
な

え
る
伝
統
的
建
物
と
し
て
、
さ
ら
に
長
沼
禅
苑
の
自

然
を
感
じ
ら
れ
る
明
る
く
開
放
的
な
本
堂
に
し
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

子
が
広
め
た
言
葉
、
仏
教
（
仏
遺
教
経
）
の
知

足
（
足
る
を
知
る
こ
と
で
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
）

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

　
現
代
社
会
は
沢
山
の
物
に
囲
ま
れ
溢
れ
る
ほ
ど
の
情

報
の
中
で
生
活
を
し
日
常
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
一
見

幸
せ
を
感
じ
て
い
る
人
も
い
る
中
で
、
漠
然
と
し
た
不

安
や
満
た
さ
れ
な
い
心
を
持
っ
て
い
る
人
も
多
く
み
ら

れ
ま
す
。
そ
の
不
安
や
不
満
等
の
不
足
感
は
ど
こ
か
ら

く
る
の
か
、
そ
れ
は
自
分
が
大
自
然
や
先
祖
、
周
り
の

方
々
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
ま
た
与
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
忘
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
先
代
住
職
は
「
人
は
自
然
に
生
か
さ
れ
て
い
る
、
だ

か
ら
こ
そ
自
然
を
感
じ
る
こ
と
で
元
気
を
も
ら
え
る
」

と
の
考
え
で
、
長
沼
禅
苑
を
自
然
公
園
式
墓
苑
に
し

ま
し
た
。
そ
の
自
然
の
中
で
静
か
に
己
を
見
つ
め
、
日

頃
の
行
い
を
感
じ
、
心
を
落
ち
着
か
せ
て
安
ら
ぐ
体
験

（
坐
禅
）
を
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
、
お
勧

め
し
ま
す
。
足
る
を
知
る
こ
と
で
不
満
を
持
た
な
い
穏

や
か
な
気
持
ち
に
な
れ
る
と
思
い
ま
す
。

本
山
總
持
寺
開
山
太
祖
瑩
山
禅
師
さ
ま
の
教
え

を
記
し
た『
洞
谷
記（
と
う
こ
く
き
）』の
中
に「
師

檀
和
合
し
て
、
親
し
く
水
魚
の
眤
づ
き
を
な
し
、
来
際

一
如
に
し
て
骨
肉
の
思
い
を
致
す
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。

長

老大

意
訳  

僧
侶
と
檀
信
徒
が
和
合

し
、
水
と
魚
の
よ
う
に

親
し
く
近
づ
き
合
い
な

さ
い
。
ず
っ
と
未
来
に

亘
っ
て
心
を
一
つ
に
し
、

血
の
繋
が
る
肉
親
、
親

子
の
よ
う
な
思
い
で
、

共
に
仏
の
道
を
歩
ん
で
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。

解
説  

仏
道
修
行
と
い
う
の
は
、
一
人
で
成
就
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
人
々
を
救
済
し
よ
う
と
、
一

人
ひ
と
り
に
真
摯
に
向
き
合
い
、
悲
し
み
や
苦

し
み
を
共
に
し
、
寄
り
添
い
、
導
く
。
そ
う
し

た
他
者
と
の
向
き
合
い
を
通
じ
て
自
己
に
向
き

合
い
、
自
己
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
う
し

た
同
悲
同
苦
の
菩
薩
道
を
実
践
し
て
い
く
こ
と

に
よ
り
、
仏
道
を
体
現
化
し
、
ま
た
伝
え
て
い

く
こ
と
が
出
来
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

（
出
典
：
曹
洞
宗
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

　
私
は
こ
の
教
え
を
、
お
互
い
が
あ
っ
て
成
り
立
つ

こ
と
・
お
陰
様
の
精
神
（
気
持
ち
）
を
持
つ
こ
と
が

と
て
も
大
事
だ
と
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。

　
お
寺
と
利
用
さ
れ
る
方
・
お
寺
と
地
域
社
会
と
の

関
わ
り
方
を
説
い
て
い
る
と
思
い
、
長
沼
禅
苑
も
こ

の
よ
う
に
あ
り
た
い
と
、
日
々
精
進
し
て
皆
様
の
ご

希
望
に
添
え
る
様
励
み
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

住
職
　
村
上
武
臣
　
合
掌

　

本
堂
工
事
開
始
に
あ
た
っ
て

　
本
堂
の
建
築
工
事
が
四
月
よ
り
始
ま
り
ま
す
。
工
事

期
間
中
は
ご
来
苑
の
皆
様
に
御
迷
惑
を
お
か
け
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
安
全
第
一
で
進
め
ま
す
の
で
、

ご
理
解
の
ほ
ど
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

長
沼
禅
苑 ―

本
堂
建
立
計
画
を
進
め
ま
す―

そ
う  

じ    

じ

ち
か

け
い
ざ
ん

設計：伊藤平左ェ門建築事務所 望月 氏

【本堂完成予想図】
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令
和
七
年
法
事
年
回
表

五
十
回
忌

三
十
三
回
忌

二
十
七
回
忌

二
十
三
回
忌

十
七
回
忌

十
三
回
忌

七
回
忌

（
二
〇
一
九
年
）

百
回
忌

（
一
九
二
六
年
）

三
回
忌

一
周
忌

亡
く
な
っ
た
方
へ
の
供
養
に
つい
て

　
法
事
は
、
家
族
や
縁
者
が
故
人
の
冥
福
を

祈
る
大
切
な
仏
事
で
す
。
形
式
や
回
数
に
こ

だ
わ
ら
ず
故
人
へ
の
慈
し
み
感
謝
そ
し
て
弔

う
気
持
ち
を
大
事
に
す
る
事
で
す
。

　
長
沼
禅
苑
で
は
、
永
代
供
養
墓
ご
利
用
の

方
々
か
ら
「
で
き
る
限
り
自
分
達
も
供
養
を

し
た
い
」と
い
う
声
が
多
く
あ
り
、
年
々
法
事

依
頼
も
増
え
て
お
り
ま
す
。気
軽
に
相
談
し

て
下
さ
い
。仏
堂･

墓
前･
ご
自
宅
で
の
供
養
を

お
考
え
の
方
は
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
昨
年
、
母
、
父
と
相
次
い
で
両
親
が
亡
く

な
り
ま
し
た
。

　
二
人
と
も
高
齢
で
あ
り
、あ
る
程
度
の
準

備
は
出
来
て
い
た
と
は
い
え
、
葬
儀
の
手

配
、親
類
・
知
人
へ
の
連
絡
、各
種
手
続
き
、

自
分
の
仕
事
と
、
無
我
夢
中
に
過
ご
し
、
し

ば
ら
く
の
間
は
悲
し
む
時
間
も
無
い
よ
う

な
有
り
様
で
し
た
。

　
そ
こ
で
一
周
忌
法
要
を
行
っ
た
時
に
、

や
っ
と
亡
く
な
っ
た
両
親
の
こ
と
を
想
い
、

心
に
一
区
切
り
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
よ

う
な
、清
々
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　
法
要
を
行
う
こ
と
は
、日
々
の
慌
た
だ
し

さ
か
ら
離
れ
、読
経
の
声
に
亡
く
な
っ
た
方

を
想
い
悼
む
時
を
過
ご
す
の
は
、故
人
の
供

養
に
な
る
の
は
勿
論
で
す
が
、残
さ
れ
た
者

に
と
っ
て
も 

心
の
整
理 

に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

名
前
の
由
来

日
本
で
の
古
名「
は
ち
す
」は
、花
托
の
形
状
を
蜂
の
巣

に
見
立
て
た
と
す
る
の
が
通
説
に
な
って
い
ま
す
。

「
は
す
」は
そ
の
転
訛
と
言
わ
れ
ま
す
。

特　

徴

ハ
ス
の
花
は
泥
沼
に
生
え
て
も
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る

こ
と
か
ら
、「
ハス
は
泥
よ
り
出
で
て
泥
に
染
ま
ら
ず
」と

清
浄
な
仏
の
悟
り
を
象
徴
す
る
植
物
と
し
て
、清
浄
を
重
ん
じ
る
仏
教
の
教

え
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。御
本
尊
様（
仏
像
）の
台
座
や

寺
院
の
装
飾
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
苑
の
永
代
供
養
墓「
宝
篋
印
塔
」の
墓
室
名
称
は
白
連･

紅
連･

木
蓮･

清
蓮

と
し
、蓮
華「
ハス
の
花
」を
用
い
て
長
沼
禅
苑
の
花
園
を
想
い
命
名
し
ま
し
た
。

開
花
の
時
期

花
期
は
七
月
〜
八
月
で
早
朝
に
咲
き
昼
過
ぎ
に
は
閉
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

咲
く
場
所

【
仏
堂（
位
牌
堂
）前
】、 【
宝
印
塔
周
囲
】、 【
案
内
所（
い
こ
い
庵
）前
】

植
栽
紹
介
コ
ー
ナ
ー

【
蓮
（
ハ
ス
）】
イ
ン
ド
原
産
の
ハ
ス
科
、
多
年
生
水
生
植
物

長
沼
禅
苑
の
品
種
＝「
即
悲
蓮
」　
中
型
種

―

法
要
中
の
お
参
り
に
つ
い
て―

　
仏
堂（
位
牌
堂
）内
で
葬
式
や
法
事

の
読
経
中
は
、法
要
開
始
以
降
終
わ

る
ま
で
お
待
ち
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。な
お
、法
要
が
始
ま
る
前
は
、

お
参
り
で
き
ま
す
。 

ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
宜
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

―

禅
苑
仏
堂
で
一
周
忌
法
要（
仏
事
）を

　
　
　
　
　
　
　
　
行
っ
て
の
感
想
文―

〈
植
栽
担
当
職
員
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉

初
め
て
植
え
た
年
は
一
輪
も
咲
い
て
く
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、二
年
目
か
ら
よ
う
や
く
花
が

咲
き
、昨
年
は
植
え
た
株
全
て
花
を
咲
か
せ

て
く
れ
ま
し
た
。 

今
年
も
た
く
さ
ん
可
憐
な

花
が
咲
い
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

午
前
中
に
苑
内
に
い
ら
し
た
際
は
、ぜ
ひ
ご
覧

に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
蓮
の
種
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
希
望
の
方
は

寺
務
所
に
お
声
が
け
下
さ
い
。

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う
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一年を振り返って【令和六年】

7月27日　盆供養

9月30日　秋彼岸供養 10月22日～25日　天王南中生　職場体験 12月8日　成道会

3月17日　彼岸会

  

定 

例 

開 

催

※

開
催
日
は
変
更
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。事
前
に

ご
確
認
下
さ
い
。各
催
し
の
会
・
教
室
は
参
加
者
を
随

時
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

お
問
合
せ
は
長
沼
禅
苑
ま
で　

　

☎ 

〇
一
八―
八
七
三―

七
二
三
二　

FAX 

〇
一
八―

八
七
三―

七
二
三
三

　 〔
定
休
日
の
お
知
ら
せ
〕 

毎
月
第
二
水
曜
日
が
定
休
日
で
す
。（
八
月
は
変
更
あ
り
）

◎坐禅・写経の会　毎月第2・第4日曜日  午前9時
※サークル･団体での参加については別途お問合せ下さい。

◎梅花流詠讃歌教室
毎月第1・第3火曜日  午後1時

◎お箏教室
毎週土曜日  午前9時30分



長沼禅苑に皆様のご意見・ご感想をお聞かせください。
メール：na-support@naganumazenen.com　　ＴＥＬ：018-873-7232
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日
頃
よ
り
「
墓
参
の
決
ま
り
」
を
守
っ
て

お
参
り
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
皆
様
が
引
き
続
き
安
全
・
安
心
に
お
参

り
で
き
ま
す
よ
う
に
、
火
の
元
に
気
を
付
け

て
く
だ
さ
い
ま
す
様
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
ロ
ー
ソ
ク
・
線
香
を
お
使
い
の
方
は
、
献

花
台
に
備
え
付
て
あ
る
ロ
ー
ソ
ク
立
て
と

線
香
立
て
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

永
代
供
養
墓
を
ご
利
用
の
皆
様
へ
お
願
い

○ 

お
彼
岸　

彼
岸
入
り　

三
月
十
七
日

彼
岸
中
日　
三
月
二
十
日（
春
分
の
日
）

彼
岸
明
け　

三
月
二
十
三
日

彼
岸
会
法
要
は
仏
堂
で
読
経
致
し
ま
す
。

尚
、読
経
中
も
お
堂
へ
の
お
参
り
は
出
来
ま
す
。

○ 

盆
供
養

七
月
下
旬
予
定 

　
於  
ロ
グ
ハ
ウ
ス「
い
こ
い
庵
」

＊
今
年
、新
盆
を
迎
え
る
方
の
施
食
供
養
で
す
。

　
ご
供
養
の
申
込
み
は
、後
日
郵
送
で
案
内
い
た
し
ま
す
。

○ 

秋
彼
岸
供
養= 

お
焚
き
上
げ
に
替
わ
る
供
養  

九
月
二
十
八
日(

日)  

午
後
二
時

※

日
時
変
更
も
有 

　
於  

長
沼
禅
苑

＊
卒
塔
婆
・
仏
具
等
を
読
経
に
て
供
養
し
、鄭
重
に
処
分
致
し

ま
す
。

　
ご
希
望
の
方
は
、前
も
っ
て
供
養
料（
こ
こ
ろ
ざ
し
）を
添

え
て
長
沼
禅
苑
ま
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

○ 

成
道
会

十
二
月
十
四
日(

日)  

午
前
十
時 

　
於  

仏
堂

九
月
二
十
日

九
月
二
十
三
日（
秋
分
の
日
）

九
月
二
十
六
日

春

秋

　
相
続
・
不
動
産
処
分
・
お
墓
・
葬
儀
な

ど
相
談
ご
と
に
終
活
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
対

応
致
し
ま
す
。

営
業
時
間
／
月
〜
金 

九
時
〜
十
七
時

（
土
日
・
祝
日
休
み 

事
前
予
約
で
休
日
相
談
可
）

所在地　秋田市大町一丁目３-８
秋田ディライトビル２階（佛壇の升谷向い）
電 話 018-827-3758
FAX 018-827-3759

火の用心

ロウソク・線香は
献花台で
お願いします

主
な
行
持
の
お
知
ら
せ

　
ロ
グ
ハ
ウ
ス
「
い
こ
い
庵
」
は
虚
空

庵
長
沼
禅
苑
の
安
ら
ぎ
の
場
と
し
て
、

永
代
供
養
墓
等
お
墓
を
お
求
め
に
来
苑

さ
れ
る
方
、
相
談
の
あ
る
方
々
の
案
内

所
・
休
憩
所
・
お
手
洗
い
等
で
ご
利
用

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
多
目
的
ホ
ー
ル
と
し
て
坐
禅
・

写
経
の
会
、
梅
花
流
詠
讃
歌
教
室
、
お

箏
教
室
等
、
催
し
の
場
に
も
な
っ
て
お

り
ま
す
の
で
皆
様
の
「
憩
い
」
の
場
と

し
て
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※

〇
一
八―

八
七
三―

七
二
三
二
に

事
前
に
連
絡
必
要

「
い
こ
い
庵
」の

　
　 

ご
利
用
に
つ
い
てログハウス「いこい庵」内部　多目的ホール


