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㈠ 福田寺だより　　　　　　　　　　　　　　　　令和6年12月15日（第47号）

真
言
宗
総
本
山
教
王
護
国
寺（
東
寺
） 

長
者（
住
職
）が
就
任

　

福
田
寺
住
職
は
令
和
六
年
七
月
二
十

一
日
付
け
で
、
真
言
宗
総
本
山
教
王
護

国
寺
（
東
寺
）
の
長
者
に
就
任
致
し
ま
し

た
。
長
者
と
は
東
寺
の
住
職
の
こ
と

で
、
弘
法
大
師
が
第
一
世
で
福
田
寺
住

職
橋
本
尚
信
は
第
二
百
五
十
八
世
に
な

り
ま
す
。
東
寺
は
桓
武
天
皇
が
平
安
遷

都
と
の
砌
、
都
の
正
門
羅
城
門
の
東
側

に
国
家
鎮
護
の
た
め
都
を
守
る
た
め
に

建
立
し
た
も
の
で
、
弘
法
大
師
空
海
に

造
営
を
託
し
ま
し
た
。
大
師
は
東
寺
を

密
教
の
根
本
道
場
と
な
し
、
鎮
護
国
家

広
渡
衆
生
の
祈
願
道
場
と
し
て
日
本
を

代
表
す
る
仏
教
寺
院
に
発
展
さ
せ
ま
し

た
。
爾
来
一
千
二
百
年
に
亘
り
、
国
を

治
め
た
公
武
の
統
領
は
も
と
よ
り
、
庶

民
に
至
る
ま
で
全
て
の
人
々
か
ら
尊
崇

を
い
た
だ
、
今
日
ま
で
創
建
当
時
そ
の

ま
ま
に
京
都
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
聳
え

立
っ
て
い
ま
す
。

　

晋
山
式
は
十
月
二
十
五
日
、
総
本
山

東
寺
の
金
堂
（
本
堂
）
に
お
い
て
、
真

言
宗
各
山
山
主
・
御
重
役
ら
が
見
守
る

中
、
本
尊
薬
師
如
来
御
宝
前
に
晋
山
奉

告
文
を
奉
読
し
厳
修
致
し
ま
し
た
。
晋

山
式
の
様
子
は
報
道
誌
を
本
堂
に
置
い

て
お
き
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い

  

東
寺
長
者
に
な
る
こ
と
は
大
変
名
誉
な

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
仏
教
界

に
お
い
て
そ
の
責
め
は
非
常
に
重
大
な

こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。 
住
職
で
す
の
で

東
寺
に
在
住
す
る
の
が
基
本
と
な
り
ま

す
。
住
ま
い
は
東
寺
の
境
内
に
あ
る
塔

頭
（
た
っ
ち
ゅ
う
＝
子
院
）
を
住
居
と

し
、
昼
間
は
本
坊
の
長
者
部
屋
で
職
務

を
執
行
し
て
過
ご
し
ま
す

　

自
坊
福
田
寺
は
、
副
住
職
・
真
央
が

ほ
と
ん
ど
の
職
務
を
執
行
し
て
い
ま

す
。
不
慣
れ
な
部
分
も
あ
り
ま
す
の
で

ど
う
ぞ
ご
寛
恕
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

　

年
間
の
行
事
は
例
年
通
り
執
行
す
る
予

定
で
す
。
変
更
が
あ
る
場
合
は
そ
の
都
度

何
ら
か
の
方
法
で
お
知
ら
せ
致
し
ま
す

が
、
本
堂
前
の
掲
示
板
も
こ
ま
め
に
確
認

頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

住
職
が
東
寺
長
者
に
就
任
し
た
こ
と

に
よ
り
、
福
田
寺
の
状
況
、
環
境
が
随

分
と
変
化
致
し
ま
し
た
が
、
お
寺
の
仕

事
は
今
ま
で
と
全
く
変
わ
ら
ず
に
遂
行

し
て
い
き
ま
す
の
で
檀
信
徒
の
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
ま
で
通
り
気
軽

に
ご
相
談
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　
写
経
会
再
開

　
　

一
時
中
断
し
て
い
ま
し
た

　
　
　

写
経
会
を
再
開
致
し
ま
す
。

　
　

令
和
７
年
２
月
よ
り

　
　

第
二
月
曜
日
１
０
時
よ
り

　
　
　
　

ふ
る
っ
て
ご
参
加
下
さ
い
。


