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専
徳
寺
納
骨
堂
・
永
代
供
養
墓
受
付
中（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
本
堂
に
あ
り
ま
す
）

住
職
・
前
住
職

本
願
寺
派
布
教
使
・
輔
教

　
　 

安
方
　
哲
爾 

師
（
大
阪
）

22
日
…
…
…
…

23
日
・
24
日
…

1
月　
日（
木
）

22

昼
１
時
半
〜
３
時
半

　
　
　
日（
金
）

23

昼
１
時
半
〜
３
時
半

夜
7
時
半
〜
9
時
半

　
　
　
日（
土
）

24

昼
1
時
半
〜
3
時
半

※
朝
座
な
し

　
ご
開
山
・
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
を
偲
ぶ
�
一
年
最
大
の
行
事
で

す
�
万
障
く
り
あ
わ
せ
て
お
聴
聞
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申

し
あ
げ
ま
す
�

◆
お
斎
料
は
5
0
0
円
�
地
区
割
り
は

　
　
22
日
�
灘
　
地
区
︵
11
時
半
�
13
時
︶

　
　
23
日
�
通
津
地
区
︵
11
時
半
�
13
時
︶

　
　
　
※
24
日
の
お
斎
は
あ
り
ま
せ
ん
�

◆
園
児
参
拝
…
22
日
朝

◆
御
伝
鈔
拝
読
…
23
日
昼
座
と
夜
座

　
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
曾
孫
の
覚
如
上
人
が
書
き
つ
づ
ら
れ
た
﹃
御
伝
鈔
﹄

を
拝
読
し
ま
す
�

　
夜
座
に
て
、
新
発
意
が
初
め
て
一
段
拝
読
い
た
し
ま
す
。

◆
大
逮
夜
と
万
灯
会　

23
日
夜
座

　
聖
人
の
ご
臨
終
を
偲
ぶ
厳
粛
な
法
座
で
す
�
日
中
お
仕
事
が
あ
る
方
も
ど
う

ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
�

◆
仏
具
回
収
�
ご
家
庭
で
ご
不
用
と
な
�
た
仏
具
︵
お
念
珠
�
仏
壇
の
荘
厳

具
等
︶
を
回
収
い
た
し
ま
す
�

●
膝
掛
け
を
お
持
ち
に
な
る
と
冷
え
な
く
て
良
い
と
思
い
ま
す
�
聖
典
�
聴
聞

カ
�
ド
も
お
忘
れ
無
く
�

●
法
話
中
の
帳
場
受
付
は
お
休
み
で
す
�
宜
し
く
ご
協
力
下
さ
い
�

日　

時

ご
講
師

か
い
さ
ん

し
ん
ら
ん
し
よ
う
に
ん

鐘楼屋根瓦修復鐘楼屋根瓦修復

以前の状態

瓦修復作業中

修復後

　昨年の 11月、無事に修復が終わりました。

ご協力ありがとうございました。

か い わ り こ

し
ん
ぼ
ち



や　

お

し　

ま

け
が

け
が

り
ゅ
う
じ
ゅ
ぼ
さ
つ

と
も

と
も

・
・
・

・
・
・

・
・
・・

い
な
ぎ

せ
ん
え

稲
城
選
恵

浄
土
真
宗
と
は
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昨
年
十
一
月
十
八
日
、
大
阪
八
尾
の
稲
城
選
恵
和
上

が
ご
往
生
さ
れ
ま
し
た
。
浄
土
三
部
経
の
研
究
、
蓮
如

上
人
の
教
え
を
大
切
に
さ
れ
、
ま
た
西
洋
哲
学
に
も
た

け
た
和
上
様
で
し
た
。
専
徳
寺
に
も
昭
和
59
年
に
一
度

ご
来
講
を
賜
り
ま
し
た
。
厳
し
い
言
葉
づ
か
い
の
中
に

も
温
情
あ
ふ
れ
る
ご
説
法
を
さ
れ
る
方
で
し
た
。
種
々

ご
教
導
賜
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
そ
の
和
上
の
法
話
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

今
こ
の
私
の
問
題

　
「
あ
な
た
の
家
は
何
宗
で
す
か
」
と
人
か
ら
尋
ね
ら

れ
る
と
、「
ウ
チ
は
門
徒
で
す
」
と
い
う
。
近
畿
地
方

で
は
門
徒
と
言
っ
て
も
通
じ
る
が
、
正
し
い
名
称
は
浄

土
真
宗
で
あ
る
。
す
る
と
「
浄
土
真
宗
と
は
ど
ん
な
宗

旨
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る
。「
ウ
チ
の
方
は
昔
か
ら
『
門

徒
も
の
知
ら
ず
（
※
１
）』
と
い
っ
て
、
何
も
や
や
こ

し
い
こ
と
は
せ
ん
で
も
よ
い
、
気
楽
な
宗
教
で
す
わ
。

た
と
え
ば
浄
土
宗
で
は
お
盆
に
な
る
と
、
仏
壇
に
い
ろ

い
ろ
お
供
え
を
し
、
先
祖
ま
つ
り
を
す
る
で
し
ょ
う
。

ウ
チ
の
ほ
う
は
何
も
せ
ん
で
い
い
。
ほ
ん
と
に
結
構
で

す
わ
」
と
い
う
。

　

ま
た
、
誰
か
死
ぬ
と
早
速
「
ウ
チ
は
門
徒
だ
か
ら
門

徒
の
お
寺
に
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
人
は
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
っ
て
も

「
名
ば
か
り
の
門
徒
」
で
あ
る
。

　

浄
土
真
宗
と
い
う
こ
と
は
「
何
も
知
ら
な
く
て
も
よ

い
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
死
ん
だ
ら
お
願
い

す
る
だ
け
の
関
係
の
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
私
を
除
い

て
は
関
係
の
な
い
教
え
で
あ
る
。

　

こ
の
私
は
今
生
き
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
私
は
世
界

中
ど
こ
に
行
っ
て
も
存
在
し
な
い
。
そ
ん
な
私
と
い
う

も
の
に
問
い
を
も
た
な
い
も
の
は
、
せ
っ
か
く
地
球
上

に
は
存
在
し
な
い
貴
重
な
宝
を
与
え
ら
れ
て
い
て
も
通

じ
な
い
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

　

元
来
、
仏
教
と
い
え
ば
、
禅
宗
と
か
浄
土
宗
と
か
真

言
宗
と
か
を
問
わ
ず
、
死
ん
だ
人
に
は
一
切
関
係
の
な

い
教
え
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
仏
教
と
か
お
寺

と
か
、
あ
る
い
は
仏
壇
、
お
経
、
お
坊
さ
ん
と
い
え
ば
、

死
人
と
の
関
わ
り
し
か
考
え
ら
れ
な
い
人
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。
実
は
ま
っ
た
く
反
対
で
あ
る
。

　

逆
に
神
さ
ま
は
生
き
て
い
る
人
に
つ
な
が
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
結
婚
式
を
神
式
で
す
る
人
は

多
い
が
、
仏
式
で
行
う
人
は
少
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
シ
メ
縄
を
つ
け
た
り
、
お
払
い
を
す
る
の

は
、
死
魔
が
一
月
十
五
日
ま
で
は
こ
な
い
よ
う
に
と
い

う
意
味
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
葬
式
の
と
き
塩

を
撒
い
た
り
、
会
葬
者
に
き
よ
め
塩
を
わ
た
す
風
習
が

見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
死
者
を
「
け
が
れ
」
と
し
て
敬

遠
す
る
神
道
の
考
え
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
神
道
は
直
接
「
死
者
」
に
関
わ
り
、
か

つ
「
け
が
れ
」
と
し
て
嫌
う
の
で
あ
る
が
、
仏
教
で
は

死
ん
だ
人
を
「
穢
れ
」
と
見
る
考
え
は
な
い
。
穢
れ
と

い
う
の
は
生
き
た
人
間
の
煩
悩
の
こ
と
を
い
う
。

ロ
ー
ソ
ク
の
火

　

現
在
の
日
本
人
は
仏
教
の
受
け
と
り
方
を
ま
っ
た
く

逆
さ
ま
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
中
の
宗
教
の
中

で
、
仏
教
だ
け
は
死
ん
で
か
ら
霊
魂
が
あ
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
を
問
わ
な
い
宗
教
で
あ
る
。
何
故
な
ら
答

え
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
龍
樹
菩
薩
は
「
霊
魂

が
あ
る
か
」
と
い
っ
た
質
問
は
、
牛
の
角
を
し
ぼ
っ
て

乳
が
何
リ
ッ
ト
ル
出
た
か
と
聞
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
ト
ン
チ
ン
カ
ン
の
質
問

な
の
で
あ
る
。

　

仏
教
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
今
こ
こ
に
生
き
て

い
る
こ
の
私
自
身
で
あ
る
。

　

こ
の
私
の
生
き
て
い
る
事
は
あ
た
か
も
ロ
ウ
ソ
ク
の

火
の
点
っ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
マ
ッ
チ
で
ロ
ウ
ソ

ク
に
火
を
つ
け
た
こ
と
は
そ
の
ま
ま
消
え
る
こ
と
で
あ

る
。
火
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
は
こ
の
世
界
に
生
ま
れ

た
こ
と
で
あ
り
、
消
え
る
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
の
私
が
生
き
て
い
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
死
ぬ
と

い
う
事
な
の
で
あ
る
。

　

松
尾
芭
蕉
の
俳
句
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
人
間

の
生
は
「
ち
る
さ
く
ら
　
の
こ
る
さ
く
ら
も
　
ち
る

さ
く
ら
」
で
あ
る
。
三
月
下
旬
か
ら
四
月
に
か
け
て
咲

く
桜
も
、
五
月
に
は
そ
の
姿
を
す
べ
て
消
し
て
し
ま
う
。

花
盛
り
の
最
中
の
桜
で
さ
え
も
き
つ
い
風
に
あ
う
と
一

夜
に
し
て
散
り
去
っ
て
し
ま
う
事
も
あ
る
。

　

ロ
ウ
ソ
ク
も
扇
風
機
の
き
つ
い
風
を
受
け
る
と
い
つ

消
え
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
ロ
ウ
ソ
ク
は
最
後

ま
で
点
り
続
け
る
保
証
を
も
た
な
い
。
老
人
の
方
が
先

に
消
え
、
若
い
者
が
後
と
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
三
歳

の
幼
児
が
八
〇
歳
の
お
ば
あ
さ
ん
よ
り
早
く
死
ぬ
と
い

う
例
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

　

す
べ
て
の
生
き
も
の
は
こ
の
よ
う
な
無
常
を
場
と
し

て
い
る
が
、
自
ら
消
え
る
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
を
知
っ
て

い
る
動
物
は
人
間
し
か
い
な
い
。
そ
れ
故
、
人
間
だ
け

が
死
を
よ
け
る
こ
と
を
考
え
る
。
こ
の
こ
と
が
迷
信
や

縁
起
か
つ
ぎ
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
縁

起
を
か
つ
い
で
み
て
も
死
ぬ
こ
と
か
ら
よ
け
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
も
し
迷
信
や
縁
起
か
つ
ぎ
が
確
か
な

も
の
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
占
い
師
は
禍
や
不
幸
に
あ
う

は
ず
が
な
い
。
日
本
の
国
も
戦
争
に
は
負
け
な
い
事
に

な
る
。

　

ロ
ウ
ソ
ク
が
点
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
消
え
る

事
で
あ
る
の
と
同
様
、
こ
の
私
が
生
き
て
い
る
こ
と
は

そ
の
ま
ま
死
ぬ
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
が
今
生
き
て
い
る
私
で
あ
る
。

　
「
あ
な
た
は
悪
性
の
癌
で
す
。
あ
と
二
ヶ
月
し
か
生

命
は
保
証
さ
れ
な
い
」
と
医
師
に
宣
告
を
受
け
た
ら
、

そ
れ
が
耳
に
入
っ
た
瞬
間
か
ら
電
気
に
か
か
っ
た
よ
う

に
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。「
二
ヶ
月
後

で
あ
る
か
ら
今
は
一
つ
も
関
係
な
い
…
…
ま
だ
二
ヶ
月

も
あ
る
か
ら
今
晩
は
ゆ
っ
く
り
休
ま
せ
て
も
ら
お
う
」

等
と
ゆ
と
り
の
あ
る
気
持
ち
に
な
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

前
途
は
全
く
暗
黒
の
ベ
ー
ル
で
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。

隣
に
奥
さ
ん
が
い
て
も
、
子
供
が
三
人
揃
っ
て
い
て
も
、

両
親
が
目
の
前
に
い
て
も
、
何
等
の
支
え
に
も
な
ら
な

い
。
た
だ
こ
の
私
は
た
だ
一
人
こ
の
世
に
出
て
、
一
人

こ
の
世
か
ら
去
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
か
に
財
産
を

多
く
持
っ
て
い
る
人
で
も
、
肩
書
き
で
い
か
ら
し
て
い

る
人
で
も
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ
た
学
者
で
も
、
大

臣
や
知
事
の
椅
子
に
の
ぼ
っ
た
人
で
も
、
何
ら
こ
の
問

題
の
支
え
と
は
な
ら
な
い
。

死
の
壁
を
超
え
る

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
、
今
生
き
て
い
る
私
自
体
は

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
前
に
は
人
間
の

生
き
る
答
え
は
す
べ
て
消
さ
れ
、
全
く
虚
無
の
深
淵
の

た
だ
中
に
立
た
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
問
題
を
仏
教
で

は
「
後
生
の
一
大
事
」
と
か
「
生
死
の
一
大
事
」
と
言
う
。

そ
れ
故
、
仏
教
と
は
今
こ
こ
の
私
を
問
題
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

お
釈
迦
さ
ま
も
親
鸞
聖
人
も
、
ど
の
高
僧
も
こ
の
問

題
が
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
正
し
い
答

え
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
仏
教
と
い
わ
れ
る
。
そ

れ
は
死
の
壁
を
避
け
る
こ
と
で
も
な
く
、
ご
ま
か
す
こ

と
で
も
な
い
。「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
と
い
わ
れ
る
ご
と

く
、
こ
の
壁
を
超
え
て
い
く
道
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
超
え
ら
れ
た
世
界
が
涅
槃
―
さ
と
り
―

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

涅
槃
の
原
語
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
は
吹
き
消
す
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
吹
き
消
す
の
は
自
ら
の
煩
悩
で
あ
る
。

煩
悩
を
吹
き
消
す
と
さ
と
り
は
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
涅
槃
は
滅
度
（
生
死
を
滅
し
て
彼
岸
に
度
る
）

と
も
漢
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

　

仏
教
で
「
行
」
と
い
え
ば
こ
の
煩
悩
を
と
る
実
践
の

こ
と
を
い
う
。
し
か
し
煩
悩
は
人
生
を
自
己
中
心
の
眼

鏡
を
か
け
て
見
る
と
こ
ろ
に
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
自
己
中
心
の
眼
鏡
は
簡
単
に
と
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の
煩
悩
の
海
か
ら
一
歩
も
で
る
こ

と
の
で
き
え
な
い
身
で
あ
る
こ
と
を
生
涯
悲
し
ま
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
魚
は
決
し
て
水
か
ら
出
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
煩
悩
か
ら
生
涯
出
る
こ
と

の
で
き
な
い
私
た
ち
の
存
在
を
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
で
あ
る
私
が
、
煩
悩
具

足
の
ま
ま
、
死
の
壁
を
超
え
て
い
く
答
え
が
念
仏
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
念
仏
往
生
と
い
わ
れ
る
。
往
生
と
は
浄

土
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
浄
土
は
さ
と
り
の
世

界
で
あ
る
。
こ
の
念
仏
の
法
は
、
今
、
こ
こ
に
、
既
に
、

こ
の
私
の
上
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
私
の
手
元
に
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
お

姿
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
が
、
皆
さ
ん
の
家
の
仏
壇
や
、

お
寺
の
ご
本
尊
で
あ
る
。
念
仏
の
法
は
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
、
こ
の
私
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
は
常
に
先
に
来

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
私
に
は
逃
げ
場

所
も
隠
れ
場
所
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

最
高
の
宝

　

こ
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
念
仏
の
法
を
文
字
で
説

明
し
て
い
る
の
が
お
経
で
あ
り
、『
正
信
偈
』
で
あ
り
、

法
事
の
最
後
に
拝
読
す
る
『
御
文
章
』
で
あ
る
。

　
『
御
文
章
』
は
「
宝
章
」
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
宝
」

は
地
球
の
宝
を
す
べ
て
自
分
の
も
の
に
し
た
よ
り
も

も
っ
と
価
値
の
高
い
宝
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
地
球

上
の
宝
が
す
べ
て
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
も
、
癌
の
病

気
と
な
り
死
刑
の
宣
告
を
う
け
た
ら
何
の
支
え
に
も
な

ら
な
い
、
し
か
し
、
こ
の
法
の
宝
に
あ
う
と
、
今
こ
こ

で
死
の
う
と
生
き
よ
う
と
用
事
の
な
い
世
界
が
開
か
れ

る
の
で
あ
る
。
島
根
の
妙
好
人
、
浅
原
才
市
翁
の
「
臨

終
も
葬
式
も
全
く
用
事
が
な
い
」
と
い
っ
た
境
地
が
開

か
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

　

浄
土
真
宗
の
家
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
生
ま

れ
な
が
ら
に
し
て
そ
の
宝
が
こ
の
私
に
与
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
い
か
に
宝
が
与
え
ら
れ
て
い
て

も
、
無
関
心
な
も
の
に
は
一
生
涯
通
じ
な
い
。

　

こ
の
宝
を
曇
鸞
大
師
は
「
無
上
宝
珠
」、
最
高
の
宝

と
い
わ
れ
た
。
こ
の
宝
が
祖
先
の
お
蔭
で
今
こ
の
私
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
仏
壇
は
祖
先

を
祀
る
た
め
の
も
の
で
な
く
、
祖
先
か
ら
こ
の
私
に
い

た
だ
い
た
最
高
の
宝
を
内
容
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

お
寺
と
は
、
今
こ
こ
に
後
生
の
一
大
事
を
解
決
す
る

答
え
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
事
を
聞
く
場
所
で
あ

る
。
す
る
と
、
今
こ
こ
で
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
場
所

が
そ
の
ま
ま
こ
の
私
の
た
す
か
る
場
所
と
な
る
。
そ
れ

は
死
の
う
と
生
き
よ
う
と
用
事
の
な
い
答
え
を
見
出
す

こ
と
で
あ
る
。

（『
人
生
の
と
も
し
び
』
よ
り
）

如
来
・
人
・
言
葉
　
100

※１　門徒もの知らず…正しくは「門徒物忌み知らず」。念仏者には死者の穢れという考え、更には迷信やまじない、祈祷といった事に用事がないという意味。



と
も

そ
ろ

ご
し
ょ
う

し
ょ
う
じ

し
ょ
う
じ

よ

ね
は
ん

わ
た

め
つ
ど

し
ょ
う
じし

ょ
う
き

ぼ
ん
の
う
ぐ
そ
く

ぼ
ん
ぶ

し
ょ
う
し
ん
げ

ご
ぶ
ん
し
ょ
う

ご
ぶ
ん
し
ょ
う

ほ
う
し
ょ
う

ど
ん
ら
ん
だ
い
し

む
じ
ょ
う
ほ
う
し
ゅ

ご
し
ょ
う

わ
ざ
わ
い

平成27年1月9日 第415号　⑶浄土真宗 専　徳　寺　報

　

昨
年
十
一
月
十
八
日
、
大
阪
八
尾
の
稲
城
選
恵
和
上

が
ご
往
生
さ
れ
ま
し
た
。
浄
土
三
部
経
の
研
究
、
蓮
如

上
人
の
教
え
を
大
切
に
さ
れ
、
ま
た
西
洋
哲
学
に
も
た

け
た
和
上
様
で
し
た
。
専
徳
寺
に
も
昭
和
59
年
に
一
度

ご
来
講
を
賜
り
ま
し
た
。
厳
し
い
言
葉
づ
か
い
の
中
に

も
温
情
あ
ふ
れ
る
ご
説
法
を
さ
れ
る
方
で
し
た
。
種
々

ご
教
導
賜
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
そ
の
和
上
の
法
話
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

今
こ
の
私
の
問
題

　
「
あ
な
た
の
家
は
何
宗
で
す
か
」
と
人
か
ら
尋
ね
ら

れ
る
と
、「
ウ
チ
は
門
徒
で
す
」
と
い
う
。
近
畿
地
方

で
は
門
徒
と
言
っ
て
も
通
じ
る
が
、
正
し
い
名
称
は
浄

土
真
宗
で
あ
る
。
す
る
と
「
浄
土
真
宗
と
は
ど
ん
な
宗

旨
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る
。「
ウ
チ
の
方
は
昔
か
ら
『
門

徒
も
の
知
ら
ず
（
※
１
）』
と
い
っ
て
、
何
も
や
や
こ

し
い
こ
と
は
せ
ん
で
も
よ
い
、
気
楽
な
宗
教
で
す
わ
。

た
と
え
ば
浄
土
宗
で
は
お
盆
に
な
る
と
、
仏
壇
に
い
ろ

い
ろ
お
供
え
を
し
、
先
祖
ま
つ
り
を
す
る
で
し
ょ
う
。

ウ
チ
の
ほ
う
は
何
も
せ
ん
で
い
い
。
ほ
ん
と
に
結
構
で

す
わ
」
と
い
う
。

　

ま
た
、
誰
か
死
ぬ
と
早
速
「
ウ
チ
は
門
徒
だ
か
ら
門

徒
の
お
寺
に
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
人
は
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
っ
て
も

「
名
ば
か
り
の
門
徒
」
で
あ
る
。

　

浄
土
真
宗
と
い
う
こ
と
は
「
何
も
知
ら
な
く
て
も
よ

い
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
死
ん
だ
ら
お
願
い

す
る
だ
け
の
関
係
の
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
私
を
除
い

て
は
関
係
の
な
い
教
え
で
あ
る
。

　

こ
の
私
は
今
生
き
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
私
は
世
界

中
ど
こ
に
行
っ
て
も
存
在
し
な
い
。
そ
ん
な
私
と
い
う

も
の
に
問
い
を
も
た
な
い
も
の
は
、
せ
っ
か
く
地
球
上

に
は
存
在
し
な
い
貴
重
な
宝
を
与
え
ら
れ
て
い
て
も
通

じ
な
い
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

　

元
来
、
仏
教
と
い
え
ば
、
禅
宗
と
か
浄
土
宗
と
か
真

言
宗
と
か
を
問
わ
ず
、
死
ん
だ
人
に
は
一
切
関
係
の
な

い
教
え
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
仏
教
と
か
お
寺

と
か
、
あ
る
い
は
仏
壇
、
お
経
、
お
坊
さ
ん
と
い
え
ば
、

死
人
と
の
関
わ
り
し
か
考
え
ら
れ
な
い
人
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。
実
は
ま
っ
た
く
反
対
で
あ
る
。

　

逆
に
神
さ
ま
は
生
き
て
い
る
人
に
つ
な
が
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
結
婚
式
を
神
式
で
す
る
人
は

多
い
が
、
仏
式
で
行
う
人
は
少
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
シ
メ
縄
を
つ
け
た
り
、
お
払
い
を
す
る
の

は
、
死
魔
が
一
月
十
五
日
ま
で
は
こ
な
い
よ
う
に
と
い

う
意
味
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
葬
式
の
と
き
塩

を
撒
い
た
り
、
会
葬
者
に
き
よ
め
塩
を
わ
た
す
風
習
が

見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
死
者
を
「
け
が
れ
」
と
し
て
敬

遠
す
る
神
道
の
考
え
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
神
道
は
直
接
「
死
者
」
に
関
わ
り
、
か

つ
「
け
が
れ
」
と
し
て
嫌
う
の
で
あ
る
が
、
仏
教
で
は

死
ん
だ
人
を
「
穢
れ
」
と
見
る
考
え
は
な
い
。
穢
れ
と

い
う
の
は
生
き
た
人
間
の
煩
悩
の
こ
と
を
い
う
。

ロ
ー
ソ
ク
の
火

　

現
在
の
日
本
人
は
仏
教
の
受
け
と
り
方
を
ま
っ
た
く

逆
さ
ま
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
中
の
宗
教
の
中

で
、
仏
教
だ
け
は
死
ん
で
か
ら
霊
魂
が
あ
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
を
問
わ
な
い
宗
教
で
あ
る
。
何
故
な
ら
答

え
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
龍
樹
菩
薩
は
「
霊
魂

が
あ
る
か
」
と
い
っ
た
質
問
は
、
牛
の
角
を
し
ぼ
っ
て

乳
が
何
リ
ッ
ト
ル
出
た
か
と
聞
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
ト
ン
チ
ン
カ
ン
の
質
問

な
の
で
あ
る
。

　

仏
教
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
今
こ
こ
に
生
き
て

い
る
こ
の
私
自
身
で
あ
る
。

　

こ
の
私
の
生
き
て
い
る
事
は
あ
た
か
も
ロ
ウ
ソ
ク
の

火
の
点
っ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
マ
ッ
チ
で
ロ
ウ
ソ

ク
に
火
を
つ
け
た
こ
と
は
そ
の
ま
ま
消
え
る
こ
と
で
あ

る
。
火
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
は
こ
の
世
界
に
生
ま
れ

た
こ
と
で
あ
り
、
消
え
る
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
の
私
が
生
き
て
い
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
死
ぬ
と

い
う
事
な
の
で
あ
る
。

　

松
尾
芭
蕉
の
俳
句
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
人
間

の
生
は
「
ち
る
さ
く
ら
　
の
こ
る
さ
く
ら
も
　
ち
る

さ
く
ら
」
で
あ
る
。
三
月
下
旬
か
ら
四
月
に
か
け
て
咲

く
桜
も
、
五
月
に
は
そ
の
姿
を
す
べ
て
消
し
て
し
ま
う
。

花
盛
り
の
最
中
の
桜
で
さ
え
も
き
つ
い
風
に
あ
う
と
一

夜
に
し
て
散
り
去
っ
て
し
ま
う
事
も
あ
る
。

　

ロ
ウ
ソ
ク
も
扇
風
機
の
き
つ
い
風
を
受
け
る
と
い
つ

消
え
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
ロ
ウ
ソ
ク
は
最
後

ま
で
点
り
続
け
る
保
証
を
も
た
な
い
。
老
人
の
方
が
先

に
消
え
、
若
い
者
が
後
と
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
三
歳

の
幼
児
が
八
〇
歳
の
お
ば
あ
さ
ん
よ
り
早
く
死
ぬ
と
い

う
例
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

　

す
べ
て
の
生
き
も
の
は
こ
の
よ
う
な
無
常
を
場
と
し

て
い
る
が
、
自
ら
消
え
る
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
を
知
っ
て

い
る
動
物
は
人
間
し
か
い
な
い
。
そ
れ
故
、
人
間
だ
け

が
死
を
よ
け
る
こ
と
を
考
え
る
。
こ
の
こ
と
が
迷
信
や

縁
起
か
つ
ぎ
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
縁

起
を
か
つ
い
で
み
て
も
死
ぬ
こ
と
か
ら
よ
け
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
も
し
迷
信
や
縁
起
か
つ
ぎ
が
確
か
な

も
の
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
占
い
師
は
禍
や
不
幸
に
あ
う

は
ず
が
な
い
。
日
本
の
国
も
戦
争
に
は
負
け
な
い
事
に

な
る
。

　

ロ
ウ
ソ
ク
が
点
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
消
え
る

事
で
あ
る
の
と
同
様
、
こ
の
私
が
生
き
て
い
る
こ
と
は

そ
の
ま
ま
死
ぬ
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
が
今
生
き
て
い
る
私
で
あ
る
。

　
「
あ
な
た
は
悪
性
の
癌
で
す
。
あ
と
二
ヶ
月
し
か
生

命
は
保
証
さ
れ
な
い
」
と
医
師
に
宣
告
を
受
け
た
ら
、

そ
れ
が
耳
に
入
っ
た
瞬
間
か
ら
電
気
に
か
か
っ
た
よ
う

に
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。「
二
ヶ
月
後

で
あ
る
か
ら
今
は
一
つ
も
関
係
な
い
…
…
ま
だ
二
ヶ
月

も
あ
る
か
ら
今
晩
は
ゆ
っ
く
り
休
ま
せ
て
も
ら
お
う
」

等
と
ゆ
と
り
の
あ
る
気
持
ち
に
な
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

前
途
は
全
く
暗
黒
の
ベ
ー
ル
で
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。

隣
に
奥
さ
ん
が
い
て
も
、
子
供
が
三
人
揃
っ
て
い
て
も
、

両
親
が
目
の
前
に
い
て
も
、
何
等
の
支
え
に
も
な
ら
な

い
。
た
だ
こ
の
私
は
た
だ
一
人
こ
の
世
に
出
て
、
一
人

こ
の
世
か
ら
去
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
か
に
財
産
を

多
く
持
っ
て
い
る
人
で
も
、
肩
書
き
で
い
か
ら
し
て
い

る
人
で
も
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ
た
学
者
で
も
、
大

臣
や
知
事
の
椅
子
に
の
ぼ
っ
た
人
で
も
、
何
ら
こ
の
問

題
の
支
え
と
は
な
ら
な
い
。

死
の
壁
を
超
え
る

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
、
今
生
き
て
い
る
私
自
体
は

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
前
に
は
人
間
の

生
き
る
答
え
は
す
べ
て
消
さ
れ
、
全
く
虚
無
の
深
淵
の

た
だ
中
に
立
た
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
問
題
を
仏
教
で

は
「
後
生
の
一
大
事
」
と
か
「
生
死
の
一
大
事
」
と
言
う
。

そ
れ
故
、
仏
教
と
は
今
こ
こ
の
私
を
問
題
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

お
釈
迦
さ
ま
も
親
鸞
聖
人
も
、
ど
の
高
僧
も
こ
の
問

題
が
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
正
し
い
答

え
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
仏
教
と
い
わ
れ
る
。
そ

れ
は
死
の
壁
を
避
け
る
こ
と
で
も
な
く
、
ご
ま
か
す
こ

と
で
も
な
い
。「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
と
い
わ
れ
る
ご
と

く
、
こ
の
壁
を
超
え
て
い
く
道
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
超
え
ら
れ
た
世
界
が
涅
槃
―
さ
と
り
―

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

涅
槃
の
原
語
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
は
吹
き
消
す
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
吹
き
消
す
の
は
自
ら
の
煩
悩
で
あ
る
。

煩
悩
を
吹
き
消
す
と
さ
と
り
は
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
涅
槃
は
滅
度
（
生
死
を
滅
し
て
彼
岸
に
度
る
）

と
も
漢
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

　

仏
教
で
「
行
」
と
い
え
ば
こ
の
煩
悩
を
と
る
実
践
の

こ
と
を
い
う
。
し
か
し
煩
悩
は
人
生
を
自
己
中
心
の
眼

鏡
を
か
け
て
見
る
と
こ
ろ
に
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
自
己
中
心
の
眼
鏡
は
簡
単
に
と
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の
煩
悩
の
海
か
ら
一
歩
も
で
る
こ

と
の
で
き
え
な
い
身
で
あ
る
こ
と
を
生
涯
悲
し
ま
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
魚
は
決
し
て
水
か
ら
出
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
煩
悩
か
ら
生
涯
出
る
こ
と

の
で
き
な
い
私
た
ち
の
存
在
を
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
で
あ
る
私
が
、
煩
悩
具

足
の
ま
ま
、
死
の
壁
を
超
え
て
い
く
答
え
が
念
仏
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
念
仏
往
生
と
い
わ
れ
る
。
往
生
と
は
浄

土
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
浄
土
は
さ
と
り
の
世

界
で
あ
る
。
こ
の
念
仏
の
法
は
、
今
、
こ
こ
に
、
既
に
、

こ
の
私
の
上
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
私
の
手
元
に
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
お

姿
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
が
、
皆
さ
ん
の
家
の
仏
壇
や
、

お
寺
の
ご
本
尊
で
あ
る
。
念
仏
の
法
は
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
、
こ
の
私
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
は
常
に
先
に
来

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
私
に
は
逃
げ
場

所
も
隠
れ
場
所
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

最
高
の
宝

　

こ
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
念
仏
の
法
を
文
字
で
説

明
し
て
い
る
の
が
お
経
で
あ
り
、『
正
信
偈
』
で
あ
り
、

法
事
の
最
後
に
拝
読
す
る
『
御
文
章
』
で
あ
る
。

　
『
御
文
章
』
は
「
宝
章
」
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
宝
」

は
地
球
の
宝
を
す
べ
て
自
分
の
も
の
に
し
た
よ
り
も

も
っ
と
価
値
の
高
い
宝
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
地
球

上
の
宝
が
す
べ
て
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
も
、
癌
の
病

気
と
な
り
死
刑
の
宣
告
を
う
け
た
ら
何
の
支
え
に
も
な

ら
な
い
、
し
か
し
、
こ
の
法
の
宝
に
あ
う
と
、
今
こ
こ

で
死
の
う
と
生
き
よ
う
と
用
事
の
な
い
世
界
が
開
か
れ

る
の
で
あ
る
。
島
根
の
妙
好
人
、
浅
原
才
市
翁
の
「
臨

終
も
葬
式
も
全
く
用
事
が
な
い
」
と
い
っ
た
境
地
が
開

か
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

　

浄
土
真
宗
の
家
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
生
ま

れ
な
が
ら
に
し
て
そ
の
宝
が
こ
の
私
に
与
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
い
か
に
宝
が
与
え
ら
れ
て
い
て

も
、
無
関
心
な
も
の
に
は
一
生
涯
通
じ
な
い
。

　

こ
の
宝
を
曇
鸞
大
師
は
「
無
上
宝
珠
」、
最
高
の
宝

と
い
わ
れ
た
。
こ
の
宝
が
祖
先
の
お
蔭
で
今
こ
の
私
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
仏
壇
は
祖
先

を
祀
る
た
め
の
も
の
で
な
く
、
祖
先
か
ら
こ
の
私
に
い

た
だ
い
た
最
高
の
宝
を
内
容
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

お
寺
と
は
、
今
こ
こ
に
後
生
の
一
大
事
を
解
決
す
る

答
え
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
事
を
聞
く
場
所
で
あ

る
。
す
る
と
、
今
こ
こ
で
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
場
所

が
そ
の
ま
ま
こ
の
私
の
た
す
か
る
場
所
と
な
る
。
そ
れ

は
死
の
う
と
生
き
よ
う
と
用
事
の
な
い
答
え
を
見
出
す

こ
と
で
あ
る
。

（『
人
生
の
と
も
し
び
』
よ
り
）

ものい きとう

※１　門徒もの知らず…正しくは「門徒物忌み知らず」。念仏者には死者の穢れという考え、更には迷信やまじない、祈祷といった事に用事がないという意味。
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つ
い
た
ち
礼
拝﹇
月
の
は
じ
ま
り
は
お
寺
か
ら
﹈　
2
月
１
日（
日
）、3
月
1
日（
日
）　

午
前
９
時
よ
り
45
分
間

【
参
加
者
】
稲
本
順
子
、
水
上
三
千
代

山
口
別
院
報
恩
講  

（
11
月
26
日
）

【
会
場
】
福
岡
国
際
会
議
場
、【
講
師
】
佐
々
木
高
彰
（
熊
本
）、

【
講
題
】
阿
弥
陀
様
の
宗
教
、【
参
加
者
】
白
田
憲
光

全
国
仏
壮
福
岡
大
会
（
10
月
25
日
）

【
会
場
】
山
口
別
院

【
講
師
】
宮
崎
哲
弥
（
評
論
家
）

【
講
題
】
な
ぜ
「
仏
教
」
の
時
代
な
の
か

【
記
念
法
話
】
谷
川
弘
顕

　
　
「
失
わ
れ
た
自
己
を
求
め
て
ー
人
間
回
復
へ
の
道
ー
」

【
参
加
者
】
小
方
茂
生
、
住
職

山
口
門
徒
総
代
会
結
成
40
周
年
記
念
大
会
（
12
月
9
日
）

　

午
前
中
は
雨
で
ど
う
な
る
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
午
後

は
ス
ッ
キ
リ
晴
れ
ま
し
た
。
今
年
も
多
く
の
方
が
お
集
ま

り
く
だ
さ
り
、
煤
払
や
溝
掃
除
、
本
堂
の
清
掃
等
を
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
参
加
者
】
岡
崎
福
美
、小
方
基
史
、賀
屋
国
昭
、吉
柴
伸
一
、

坂
井
哲
夫
、
白
田
憲
光
、
高
林
宏
明
、
多
山
博
通
、
田
中
稔
、

半
田
正
昭
、藤
重
秀
男
、増
本
真
一
、宮
本
義
明
、村
岡
幹
郎
、

村
中
紀
一
郎
、
森
田
幸
一
、（
懇
親
会
よ
り
）
松
重
吉
英
、

吉
柴
奈
保
子
、
増
本
美
佐
江

専
徳
寺
倶
楽
部
冬
の
集
い
（
12
月
20
日
）

10
月
23
日
御
往
生

　
　
　
　

保
津　
　

赤
崎　
　

薫 

様
（
87
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

赤
崎
八
重
子 

様

10
月
24
日
御
往
生

　
　
　
　

由
宇　
　

泉　

ハ
ル
子 

様
（
84
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

泉　

久
仁
彦 

様

10
月
26
日
御
往
生

　
　
　
　

海
土
路　

見
常　

芳
助 

様
（
95
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

佐
藤　

幸
子 

様

11
月
9
日
御
往
生

　
　
　
　

藤
生　
　

白
木　
　

武 

様
（
88
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

白
木　

厚
栄 
様

11
月
11
日
御
往
生

　
　
　
　

保
津　
　

山
下
ス
マ
子 

様
（
99
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

山
下　

誠
一 

様

11
月
11
日
御
往
生

　
　
　
　

玖
珂　
　

広
中　

捷
利 

様
（
70
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

広
中　

幹
彦 

様

11
月
13
日
御
往
生

　
　
　
　

本
呂
尾　

村
重　

キ
子 

様
（
99
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

村
重　

正
一 

様

11
月
17
日
御
往
生

　
　
　
　

山
田　
　

村
岡　

ミ
サ 

様
（
94
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

村
岡　
　

隆 

様

11
月
19
日
御
往
生

　
　
　
　

黒
磯　
　

左
伊
木
辰
枝 

様
（
91
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

左
伊
木
満
夫 

様

12
月
12
日
御
往
生

　
　
　
　

市
内　
　

上
田
キ
ヨ
子 

様
（
97
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

田
原　

信
行 

様

12
月
15
日
御
往
生

　
　
　
　

南
岩
国　

山
尾　

孝
明 

様
（
88
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

山
尾
美
津
子 

様

12
月
15
日
御
往
生

　
　
　
　

青
木　
　

広
田　

尚
敏 

様
（
94
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

広
田　

尚
志 

様

12
月
16
日
御
往
生

　
　
　
　

青
木　
　

土
井　

和
代 

様
（
88
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

土
井　

祥
稔 

様

み
仏
に
い
だ
か
れ
て
〔
葬
儀
勤
修
〕

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

◆
12
月
18
日　

御
三
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
町　
　

東　

正
治 
様

　

お
給
仕
の
慶
び
一
入
に
存
じ
ま
す
。

法
物
下
付
式
（
入
仏
式
）

【
講
師
】
服
部
法
樹
師
。【
参
詣
者
】
13
日
：
昼
座
104
名
・

夜
座
31
名
、
14
日
：
昼
座
68
名
。【
お
鉢
米
】
津
村
昌
弘
、

吉
柴
伸
一
、
半
田
正
昭
、
岡
迫
博
人
。【
お
供
え
】
河
村
ア

サ
子
、
野
原
千
鶴
子
。【
法
要
供
養
は
が
き
】
69
枚
。

　

法
要
総
代
様
、
仏
婦
理
事
様
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 ご

報
告
い
た
し
ま
す

法
要
余
香
（
永
代
経
法
要　

11
月
13
・
14
日
）

ご
恩
を
偲
び
つ
つ

〔
法
事
勤
修
〕（
10
月
27
日
〜
12
月
31
日
）

【
通
津
】
松
本
文
江
33
、
木
戸
久
夫
3
、
三
窪
文
子
7
、

多
山
義
人
17
、
中
﨑
哲
夫
3
、
重
本
忠
17
、
谷
川
カ
ツ
子

7
、
神
田
宏
25
、
米
本
寿
明
1
、
兼
中
勲
3
、
沖
原
健
二

3
、
村
中
慶
吉
3
、
村
井
哲
也
1
、【
保
津
】
土
井
明
子

17
、
村
中
文
行
13
、
賀
屋
宏
昌
33
、
竹
島
進
1
、
熊
田
征

三
7
、
赤
崎
ヨ
ネ
7
、
赤
崎
設
3
、【
青
木
】
品
川
淳
三

1
・
7
、
築
岡
正
明
17
、【
黒
磯
】
岡
林
久
美
子
7
、
藤

木
裕
史
3
、
季
広
禎
真
3
、【
藤
生
】
村
重
恵
美
子
7
、

高
重
文
吉
7
、
杉
中
慶
一
100
、
小
笠
原
博
3
、
白
木
規
晴

1
、【
南
岩
国
】
鍵
本
唱
章
13
・
17
、
高
山
文
子
1
、【
平
田
】

蔵
田
稔
幸
7
、
田
巻
源
七
1
、【
大
阪
】
野
原
康
子
7
・

17
、【
千
葉
】
山
崎
喜
史
7
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