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▶小林上人の書いた米粒名号

▶米粒名号を書いている小林育道上人

　

当
山
は
、
エ
ン
マ
様
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
井

草
町
の
利
性
院
を
兼
務
し
て
い
ま
す
。
利
性
院
で
は
、

毎
年
１
月
と
８
月
の
16
日
に
井
草
町
自
治
会
の
方
々

と
と
も
に
閻
魔
大
祭
を
行
っ
て
い
ま
す
。
１
月
16
日

の
大
祭
で
は
今
回
初
め
て
、
米
粒
名
号
の
実
演
と
販

売
を
し
ま
し
た
。

　

米
粒
名
号
と
は
、
小
さ
な
米
粒
に
筆
で
南
無
阿
弥

陀
仏
と
書
く
こ
と
を
言
い
ま
す
。
米
粒
に
筆
で
書
く

と
は
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
で
す
が
、
当
山
に
は
昭
和

三
十
八
年
に
滋
賀
県
の
お
寺
か
ら
頂
い
た
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。

　

最
近
、
従
兄
弟
で
長
野
の
長
谷
寺
の
住
職
を
し
て

い
る
小
林
育
道
上
人
が
米
粒
名
号
を
書
け
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
年
１
月
の
閻
魔
大
祭
に
来

て
頂
き
ま
し
た
。
６
時
の
大
祭
に
先
立
ち
、
５
時
か

ら
小
林
上
人
が
米
粒
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
書
く
と
、

集
ま
っ
た
方
々
か
ら
ど
よ
め
き
が
起
き
ま
し
た
。
ま

た
下
野
新
聞
社
や
わ
た
ら
せ
テ
レ
ビ
か
ら
も
記
者
や

ク
ル
ー
が
来
て
お
り
、
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
米
粒

名
号
を
取
材
し
て
い
ま
し
た
。

　

米
粒
名
号
は
固

い
紙
に
固
定
し
て

小
さ
な
瓶
に
入
れ
、

ス
ト
ラ
ッ
プ
を
付

け
て
千
円
で
販
売

し
ま
し
た
。
売
り

上
げ
は
す
べ
て
小

林
上
人
が
支
援
し

て
い
る
熊
本
地
震

の
復
興
の
た
め
に

寄
付
し
ま
し
た
。

閻
魔
大
祭
と
米
粒
名
号

閻
魔
大
祭
と
米
粒
名
号
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▶新年会で乾杯の音頭を取る深井総代

く
る
景
観
も
損
ね
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
市
に
陳
情
し
た
結
果
、
よ
う
や
く
擁
壁
を
補
修
し
て
く
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
四
月
よ
り
西
側
の
擁
壁
か
ら
順
に
着
手
し
、

年
度
ご
と
に
補
修
す
る
予
定
で
す
。

　

去
る
１
月
20
日
の
日
曜
日
、
夜
の
６
時
か
ら
相
洲
楼
で
役
員
に
よ

る
総
会
と
新
年
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
会
で
は
住
職
が
昨
年
１
年
間
の
活
動
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、

ペ
ッ
ト
供
養
墓
、
山
門
前
駐

車
場
、
当
山
前
を
流
れ
る
柳

原
用
水
の
擁
壁
の
修
復
な
ど

に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
新
年
会
に
移
り
、

岡
部
総
代
の
挨
拶
に
続
き
、

深
井
総
代
の
発
声
で
乾
杯
し

て
和
や
か
な
歓
談
に
な
り
ま

し
た
。
途
中
、
深
井
総
代
と

世
話
人
の
相
馬
さ
ん
に
恒
例

の
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
頂
き
ま

し
た
。
最
後
は
小
泉
総
代
の

中
締
め
で
、
新
年
会
を
終
了

し
ま
し
た
。

新
年
会
と
総
会

新
年
会
と
総
会

　

当
山
の
前
を
「
逆
さ
川
」
の
通
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
柳
原
用

水
が
流
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
幕
府
が
成
立
し
た
後
、
当
山
を
再
興
し
た
の
は
足
利
の
代

官
で
あ
っ
た
小
林
十
郎
左
衛
門
で
す
。
十
郎
左
衛
門
の
子
の
彦
五

郎
藤
治
は
当
山
第
六
世
の
隨
天
上
人
と
協
力
し
て
、
こ
の
柳
原
用

水
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
功
績
に
よ
り
、
慶
安
四
年
（
一
六

四
八
年
）
に
は
幕
府
か
ら
領
地
朱
印
状
が
届
き
、
知
行
地
を
与
え

ら
れ
ま
し
た
。
幕
府
よ
り
朱
印
状
を
受
け
た
寺
は
山
門
を
朱
塗
り

に
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ

ま
す
。
当
山
の
山
門
が
赤

門
な
の
は
こ
の
理
由
に
よ

る
も
の
で
す
。

　

こ
の
赤
門
の
由
来
と

な
っ
た
柳
原
用
水
で
す
が
、

両
側
の
擁
壁
の
老
朽
化
が

進
み
ま
し
た
。
当
山
側
の

擁
壁
が
劣
化
し
て
耐
力
が

低
く
な
っ
た
た
め
、
墓
地

が
沈
下
す
る
こ
と
が
危
惧

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
擁
壁
の
間
か
ら

雑
草
が
生
え
、
白
壁
の
つ

用
水
の
擁
壁
工
事

▶擁壁が老朽化したため、沈下して塀にクラックが入りました
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５
年
後
の
二
〇
二
四
年
は
、
浄
土
宗
開
宗
八
百
五
十
年
に
あ

た
り
ま
す
。
こ
れ
に
向
け
て
ロ
ゴ
マ
ー
ク
と
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

「
お
念
仏
か
ら
は
じ
ま
る
幸
せ
」
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

檀
家
の
品
田
晃
市
さ
ん
が
彫
刻
刀
で
木
を
削
り
、
こ
の
ロ
ゴ

マ
ー
ク
を
作
り
、
昨
年
１
月
に
当
山
に
寄
贈
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
大
玄
関
に
飾
っ
て
あ
る
の
で
、
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
い

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

品
田
さ
ん
は
最
初
に
雛
人
形
を
彫
っ
て
寄
贈
さ
れ
、
次
に
ロ
ゴ

マ
ー
ク
を
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
度
「
倶
会
一
処
」
と

い
う
作
品
を
彫
ら
れ
、
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
倶
会
一
処
と
は
、
浄

土
宗
の
三
大
経
典
の
一
つ
阿
弥
陀
経
に
あ
る
言
葉
で
す
。
そ
の
意

味
は
、
た
と
え
こ
の
世
で
別
れ
を
迎
え
よ
う
と
も
、
お
念
仏
を
お

品
田
晃
市
さ
ん
と
開
宗
八
百
五
十
年
記
念
ロ
ゴ
マ
ー
ク

品
田
晃
市
さ
ん
と
開
宗
八
百
五
十
年
記
念
ロ
ゴ
マ
ー
ク

▶開宗八百五十年のロゴマークを
彫刻でつくった品田晃市さん

▶雛人形と倶会一処の彫刻

称
え
す
る
な
ら
阿
弥
陀
如
来
の
い
る
極
楽
浄
土
に
往
生
し
て
再
会
で

き
る
こ
と
を
表
し
ま
す
。
こ
の
作
品
も
大
玄
関
に
飾
り
ま
す
の
で
皆

様
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

一
昨
年
か
ら
、
山
門
前
の
土
地
を
借
り
て
駐
車
場
と
し
て
利
用
し

て
き
ま
し
た
。
た
だ
賃
貸
料
が
高
い
う
え
、
実
際
に
使
用
す
る
の
は

春
と
秋
の
お
彼
岸
の
中
日
、
そ
れ
と
迎
え
盆
の
8
月
13
日
と
送
り
盆

の
16
日
の
年
間
４
日
間
だ
け
で
す
。
１
月
の
総
会
で
協
議
し
た
結
果
、

３
月
末
日
で
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
３
月
の
春
彼
岸

に
は
ま
だ
駐
車
で
き
ま
す
が
、

４
月
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
小
倉
医
院
の
斜
め
前
に

小
倉
医
院
の
駐
車
場
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
土
地
は
当
山
が
小
倉

医
院
に
貸
し
て
い
ま
す
。
お
盆

や
お
彼
岸
の
中
日
、
小
倉
医
院

は
休
み
な
の
で
こ
の
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

100
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
距
離
な

の
で
、
歩
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
か

か
り
ま
せ
ん
。
境
内
が
車
で
混

雑
す
る
際
に
は
こ
ち
ら
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

四
月
か
ら
山
門
前
駐
車
場
が
使
え
ま
せ
ん

四
月
か
ら
山
門
前
駐
車
場
が
使
え
ま
せ
ん

▶山門前駐車場、４月以降は使用できません
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春
の
野
点
と

相
田
一
人
さ
ん

講
演
会

境
内
で
野
点
を
行
い
、

本
堂
で
相
田
み
つ
を
美
術
館
の
館
長
の
相
田
一
人
さ
ん
の

講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

無
料
で
着
付
け
を
し
ま
す
の
で
、

古
都
足
利
の
春
を
着
物
で
楽
し
め
ま
す

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
し
、

服
装
も
自
由
な
の
で
お
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。

4月29月（月）
２時より／野点
３時より／相田一人さん講演会

会　費／抹茶と茶菓のみ実費200円です
　　　　講演は無料です
　　　　ちょうど足利ウォークラリーを行っており、当山も
　　　　中継点になっておりますので、ウォークラリーで
　　　　お越しの方もご自由にご参加下さい
着　付／庫裏にて無料で着付を行います
　　　　着物のレンタル（有料）もあります
　　　　ご希望の方は下記までお申し込み下さい
　　　　大森美重子さん　　090-7223-1102
駐車場／境内には関係車両しか駐車できません
　　　　両毛新聞社そば駐車場、織姫神社前駐車場　旧西小学校駐車場、
　　　　市営巴町駐車場（有料）、小倉耳鼻咽喉科前駐車場　

会　費／抹茶と茶菓のみ実費200円です
　　　　講演は無料です
　　　　ちょうど足利ウォークラリーを行っており、当山も
　　　　中継点になっておりますので、ウォークラリーで
　　　　お越しの方もご自由にご参加下さい
着　付／庫裏にて無料で着付を行います
　　　　着物のレンタル（有料）もあります
　　　　ご希望の方は下記までお申し込み下さい
　　　　大森美重子さん　　090-7223-1102
駐車場／境内には関係車両しか駐車できません
　　　　両毛新聞社そば駐車場、織姫神社前駐車場　旧西小学校駐車場、
　　　　市営巴町駐車場（有料）、小倉耳鼻咽喉科前駐車場　

■後援／足利商工会議所、足利観光協会、織姫奉賛会、両毛新聞社
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