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御
朱
印 

―

仏
縁
を
結
ぶ―

 

  

御
朱
印
ブ
ー
ム
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
秋
の
旅
行
シ
ー
ズ
ン
に
各
地
の

神
社
仏
閣
巡
り
を
さ
れ
た
と
い
う
方

も
多
い
と
思
い
ま
す
。 

最
近
は
ひ
と
く
ち
に
御
朱
印
と
い

っ
て
も
様
々
で
、
仏
様
や
花
な
ど
の

絵
が
描
い
て
あ
る
の
や
漫
画
風
の
イ

ラ
ス
ト
が
描
い
て
あ
る
の
も
あ
り
、

人
気
の
あ
る
御
朱
印
に
は
行
列
が
で

き
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。 

 

そ
も
そ
も
御
朱
印
と
い
う
の
は
江

戸
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
風
習
で
、

亡
き
人
の
追
善
供
養
の
た
め
に
写
経

を
し
て
寺
に
納
め
る
（
納
経
）
時
の

受
取
書
が
起
源
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。 

現
代
で
は
そ
の
意
味
合
い
は
薄

れ
、
参
拝
し
て
縁
を
結
ん
だ
証
と
し

て
多
く
の
神
社
仏
閣
で
書
か
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 

し
か
し
浄
土
真
宗
（
特
に
東
西
本

願
寺
）
で
は
御
朱
印
を
書
い
て
い
な

い
と
い
う
お
寺
が
多
い
の
は
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
。 

御
朱
印
の
起
源
に
あ
る
よ
う
な
亡

き
人
の
追
善
供
養
の
た
め
に
納
経
を

す
る
と
い
う
こ
と
を
浄
土
真
宗
で
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。「
た
だ
念
仏
」
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
お
念
仏
一
つ
で
い

い
と
い
わ
れ
、
そ
の
お
念
仏
も
亡
き

人
の
追
善
供
養
の
た
め
に
称
え
る
も

の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
た
の
が
親
鸞

聖
人
で
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
御
朱

印
を
出
し
て
い
な
い
と
い
う
歴
史
が

あ
る
の
で
す
（
た
だ
参
拝
記
念
と
し

て
御
朱
印
の
よ
う
な
も
の
を
出
し
て

い
た
寺
院
は
あ
り
ま
す
）。 

 
 

と
は
い
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
寺

院
を
お
参
り
し
て
御
朱
印
を
集
め
る

こ
と
は
楽
し
い
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
と
も
す
る
と
御
朱
印

を
集
め
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
、

本
来
の
仏
縁
に
出
会
う
と
い
う
こ
と

が
疎
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
本
末

転
倒
で
す
。 

せ
っ
か
く
お
寺
を
訪
れ
た
の
に
お

参
り
す
る
こ
と
な
く
寺
務
所
で
御
朱

印
だ
け
も
ら
っ
て
帰
る
参
拝
客
も
い

る
と
か
い
な
い
と
か…

。 

 

仏
縁
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
、

わ
が
身
を
見
つ
め
さ
せ
て
い
た
だ
く

と
い
う
こ
と
で
す
。
貪
欲
（
む
さ
ぼ

り
）
、
瞋
恚
（
い
か
り
）
、
愚
痴
（
お

ろ
か
さ
）
の
三
毒
に
あ
ら
わ
さ
れ
る

煩
悩
い
っ
ぱ
い
の
私
た
ち
が
何
を
拠

り
所
と
し
て
生
き
て
い
け
ば
い
い
の

か
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
の
が
お
参
り
の
根
本
に
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

御
朱
印
を
集
め
る
こ
と
だ
け
に
満

足
せ
ず
に
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
仏

様
の
教
え
を
少
し
学
ん
で
み
る
。
そ

れ
で
こ
そ
仏
様
と
縁
を
結
ん
だ
証
で

あ
る
御
朱
印
の
意
味
が
あ
る
と
い
え

ま
す
。 

 

※
上
宮
寺
は
浄
土
真
宗
の
お
寺
で
す

の
で
、
御
朱
印
を
出
し
て
い
ま
せ
ん
。

悪
し
か
ら
ず
。 

第
七
十
六
号 

 

上
宮
寺
通
信 

 



 上宮寺通信 第 76号 2024（令和 6）年 12月 

  

修
正
会 

１
月
１
日
（
元
旦
・
水
） 

午
後
２
時
～ 

 

※
ご
参
詣
の
皆
様
と
『
正
信
偈
』
の
お

つ
と
め
を
し
ま
す
。
お
つ
と
め
の
後
、

恒
例
の
ビ
ン
ゴ
大
会
を
行
い
ま
す
。 

 

年
の
初
め
に
ぜ
ひ
お
寺
に
お
参
り
く
だ

さ
い
。 

           

 

 

〇
13
日
か
ら
始
ま
る
名
古
屋
別
院

（
東
別
院
）
の
報
恩
講
に
は
、
13
日

午
後
と
15
日
午
後
の
法
要
に
出
仕
、

14
日
午
前
と
18
日
午
前
の
法
要
に

楽
僧
と
し
て
出
仕
、
17
日
夜
に
リ
レ

ー
法
話
の
担
当
と
ほ
ぼ
毎
日
、
別
院

に
行
き
ま
す
（
住
職
予
定
）。
皆
様
も

ご
都
合
つ
き
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
お
参

り
く
だ
さ
い
。 

 

〇
は
や
い
も
の
で
今
年
も
最
後
の
月

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
に
か

と
気
忙
し
い
で
す
が
、
体
調
に
気
を

つ
け
て
良
い
年
を
お
迎
え
く
だ
さ

い
。 

  

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

     

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

東
本
願
寺
の
報
恩
講
に
参
勤
す
る

た
め
京
都
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
。
報

恩
講
を
終
え
、
少
し
時
間
が
あ
っ
た

の
で
京
都
国
立
博
物
館
へ
。
ち
ょ
う

ど
「
法
然
と
極
楽
浄
土
」
展
が
開
か

れ
て
い
て
、
親
鸞
聖
人
の
師
で
あ
る

法
然
上
人
ゆ
か
り
の
法
宝
物
を
観
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
展
示
会

に
あ
わ
せ
て
い
ろ
い
ろ
な
グ
ッ
ズ
が

販
売
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の

中
に
風
呂
桶
や
手
ぬ
ぐ
い
な
ど
お
風

呂
グ
ッ
ズ
が
売
っ
て
い
た
の
で
す
。

お
風
呂
に
入
る
と
「
あ
～
極
楽
、
極

楽
」
と
つ
い
つ
い
出
て
し
ま
う
言
葉

に
ひ
っ
か
け
て
だ
と
思
う
の
で
す

が
、
そ
の
セ
ン
ス
に
思
わ
ず
笑
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。 

 
 

（
住
職
記
） 

   

〇
11
月
８
日
の
報
恩
講
の
日
は

こ
の
秋
一
番
に
冷
え
込
ん
だ
日
で

し
た
が
、
多
く
の
方
に
お
参
り
を

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
休
止
し
て
い

た
近
隣
の
ご
寺
院
様
に
も
出
仕
い

た
だ
き
、
と
て
も
賑
々
し
く
お
つ

と
め
が
で
き
ま
し
た
。 

 

〇
報
恩
講
に
て
能
登
半
島
地
震
、

能
登
半
島
豪
雨
の
救
援
金
の
募
金

を
呼
び
か
け
ま
し
た
と
こ
ろ
、 

５
０
３
８
円
の
尊
い
お
気
持
ち
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
東
本
願
寺
を

通
し
て
被
災
地
へ
送
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

〇
11
月
21
日
の
東
本
願
寺
報
恩

講
団
体
参
拝
に
も
多
く
の
方
の
ご

参
加
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 
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あ
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12
月
13
日
（
金
）
～
18
日
（
水
） 


