
平成15年 3月 春彼岸号(1)第 1号

尚

鶉
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一好欽櫛洲椰

い
て
一

一

宗
教
法
人
雲
興
山
籠
谷
車

住
職

茂
口
隆
真

一
い
ぐ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
霊
苑
に
は
、
生
前
（す

ぐ
に
納
骨
の
必
要
で
は
な
い
）
の
方

の
石
塔
が
多
く
建
立
さ
れ
て
い
ま

す
一
命
は
有
限
で
す
。
必
ず
お
別
れ

の
ど
き
が
遅
か
れ
早
か
れ
参
り
ま

す
一
自
分
の
死
を
し

っ
か
り
と
見
据

え
て
、
今
日
を
生
き
る
こ
と
が
素
晴

ら
し
い
人
生
を
生
き
る
こ
と
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
実
践
さ
れ
て

い
る
方
々
で
す
。

３
月
も
半
ば
に
な
る
と
春
め
い

て
、
境
内
に
は
自
梅
が
可
憐
な
花
を

咲
か
せ
て
い
ま
す
。
近
づ
く
と
、
清
々

し
い
香
り
が
漂

っ
て
き
ま
す
。
何
と

も
幸
せ
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
ど
ん

な
に
科
学
が
発
達
し
て
も
、
こ
の
梅

の
香
り
を
再
現
す
る
香
水
は
ぜ

っ
た

い
に
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
思

っ
て
し

ま
い
ま
す
。

禅
に

「梅
花
は
寒
苦
を
経
て
清
香

を
発
つ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
梅
香
が
放

つ
清
々
し
い
香
り

は
、
冬
の
間
の
厳
し
い
寒
さ
を
耐
え

忍
ん
で
こ
そ
、
生
じ
る
も
の
で
す
。

日
進
桜
楓
霊
苑
が
開
苑
し
て
７
年

目
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
お
墓

の
開
眼
供
養
、
お
葬
式
、
法
事
等
に

い
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
な

か
に
は
、
伴
侶
、
両
親
、
お
子
様
と

家
族
に
と
っ
て
、
最
も
大
切
な
人
と

の
お
別
れ
に
な

っ
て
、
悲
し
く
辛
い

想
い
を
抱
い
て
い
る
方
と
も
お
会
い

い
た
し
ま
し
た
。
突
然
の
別
れ
に
な

か
な
か
自
己
回
復
で
き
ず
に
苦
し
ん

で
い
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。

ど
ん
な
に
深
い
悲
し
み
で
も
、
や

は
り
正
面
か
ら
し

っ
か
り
受
け
止
め

て
い
く
な
か
で
し
か
、
悲
し
み
を
ま

っ
す
ぐ
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

静
寂
の
な
か
に
手
を
合
わ
せ
、
亡

き
人
の
願
い
を
想
い
、
亡
き
人
の
命

を
自
分
の
命
に
感
じ
る
お
参
り
が
悲

し
み
を
安
ら
ぎ
に
少
し
ず
つ
変
え
て

発
鶴
醐
鉤
尚
場

て

株
式
会
社

夫
興
企
画

代
表
取
締
役

千
同

日
進
市
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る

「日

進
桜
楓
霊
苑
」
は
、
７
年
前
の
平
成

８
年
の
お
盆
に
宗
教
法
人
龍
谷
寺
の

境
内
地
に
、
南
斜
面
を
ひ
な
壇
に
造

成
を
し
て
、
新
し
く
作

っ
た
霊
苑
で

す
。お

参
り
さ
れ
る
皆
様
の
こ
と
を
考

え
な
が
ら
、
環
境
作
り
や
施
設
を
充

実
し
、
ほ
か
に
見
ら
れ
な
い
理
想
的

な
霊
苑
造
り
を
目
指
し
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
皆
様
か
ら
大
変
な
い
好
評

を
い
た
だ
き
、
第
１
、
第
２
、
第
５

ブ
ロ
ッ
ク
と
、
す
で
に
約
４
７
０
基

の
お
墓
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

縁
あ

っ
て
当
霊
苑
に
お
墓
を
建
て

「桜
楓
た
よ
り
」
は
年
２
回
、
春
秋
の

お
彼
岸
に
発
行
を
考
え
て
い
ま
す
。

初
刊
は
仏
事
に
関
す
る
記
事
、
「お
彼

岸
の
こ
と
「
お
墓
参
り
に
つ
い
て
」

な
ど
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

次
回
は
、
皆
様
の
む
意
見
な
ど
を

参
考
に
、
よ
り
充
実
し
た

「桜
楓
た

よ
り
」
を
作
り
上
げ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
む
意
見
、
む

要
望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

日
進
桜
楓
霊
苑
が
自
然
と
の
調
和

を
成
し
、
亡
き
人
の
心
と
手
を
合
わ

せ
る
人
の
心
が
優
し
く
溶
け
合
い
、

亡
き
人
の
安
住
の
場
所
と
な
る
よ
う

願

っ
て
、
今
後
も
環
境
を
整
備
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ら
れ
た
方
々
と
、
私

た
ち
は
少
し
で
も
交

流
を
図
り
た
い
と
の

願
い
が
、
「桜
楓
た
よ

を
几

　

つ
た
は
あ
悧
け
』
腱

た
。
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３
月
１８
日
か
ら
２４
日
ま
で
の
１
週

間
を

「春
彼
岸
」
と
昔
か
ら
言
い
伝

え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
真
ん
中

の
日
の
昼
と
夜
の
長
さ
が
同
じ
と
な

る

「春
分
の
日
」
を

「中
日
」
と
言

い
ま
す
。
彼
岸
は
、
春
と
秋
の
２
回

あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
い
る
世
の
中

を
、
「比
岸

（し
が
ん
ど

と
言
い
ま

す
が
、
死
ん
だ
人
が

「比
岸
」
を
離

れ
て
、
仏
や
菩
薩
の
悟
り
の
世
界
で

あ
る

「彼
岸
」
に
渡
る
こ
と
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

こ
の
言
い
伝
え
は
、
聖
徳
太
子
が

企
画
し
た
も
の
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
が
、
太
陽
が
西
の
方
に
沈
む
こ
と

が
仏
様
の
い
る

「清
ら
か
な
国
へ
行

け
る
」
と
い
う
こ
と
と
あ
い
ま

っ

て
、
「彼
岸
」
と
い
う
行
事
が
広
ま

っ

て
い

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日

本
で
は
１
２
０
０
年
前
、
平
安
時
代

に
伝
え
ら
れ
、
「源
氏
物
語
」
の
な
か

に
も

「彼
岸
の
中
日
（春
分
の
日
と

の
こ
と
を

「
い
と
よ
き
ひ
」
と

書
か
れ
、
位
の
高
い
貴
族
た
ち

が
身
体
を
き
れ
い
に
し
て
、
い

ろ
い
ろ
な
願
い
を
す
る
祭
り
の

日
で
あ

っ
た
と
さ
れ

て

い
ま

す
。お

寺
で
は
、
「彼
岸
」
を
大
切

な
行
事
の

一
つ
と
し
、
「彼
岸
会

（
ひ
が

ん
え
）
＝

到

彼
岸

の

意
」
の
た
め
、
春
分
を
中
日
と

し
て
、
前
後
３
日
間
、
計
７
日
間
営

ま
れ
る
法
要
で
す
。
こ
の
行
事
は
、
イ

ン
ド
や
中
国
で
は
見
当
た
ら
ず
、
彼

岸
会
は
日
本
独
特
の
仏
教
法
会
で
あ

る
と
い
え
ま
す
。
土
日
は
、彼
岸
の
間
、

毎
日
お
寺
を
お
参
り
し
、
お
説
教
を

聴
き
、
お
経
を
唱
え
、
修
行
し
ま
し

た
。
こ
の
修
行
の
功
徳
を
先
祖
に
向

け
る
の
が
彼
岸
の
墓
参
り
で
し
た
。

ま
た
３
月
１８
日
を

「
彼
岸
の
入

り
」
と
呼
び
、
仏
壇
を
丁
寧
に
掃
除

し
、
墓
参
り
を
し
ま
す
。
ま

た
団
子
を
作

っ
た
り
、
ぼ
た

餅
を
作

っ
て
供
え
た
り
し
ま

す
。

２‐
日

「彼
岸
の
中
日
」

も
ぼ
た
餅
や
鰻
頭
、
草
も
ち

を
作

っ
て
仏
様
、
お
墓
に
供

ぇ
ま
す
。

２４
日
が

「は
し
り

く
ち
」
と
言
い
、
団
子
や
ぼ

た
餅
を
作
り
、
同
じ
よ
う
に

仏
様
や
お
墓
に
供
え
ま
す
。

こ
の
日
の
団
子
を

「送
り
団

子
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
の

風
習
は
、
宗
派
に
よ

っ
て
少

し
ず
つ
違
い
ま
す
が
、
日
本

人
に
と

っ
て
、
精
神
的
な
節

目
の
行
事
と
言
え
ま
す
。

ま
ず
、
お
墓
の
周
り
の
雑
草
を
と

り
、
こ
み
を
整
理
し
、
墓
石
や
周
り
を

き
れ
い
に
し
ま
す
。
水
鉢
や
花
立
て
、

香
立
て
の
中
も
ス
プ
ー
ン
状
の
も
の

で
掃
除
を
し
ま
し
ょ
う
。
墓
石
の
文

字
の
汚
れ
は
、
歯
ブ
ラ
シ
を
使
う
と

よ
く
と
れ
ま
す
。
水
洗
い
を
し
た
ら

布
で
き
れ
い
に
ふ
き
取
り
ま
す
。

掃
除
が
す
ん
だ
ら
、
供
え
物
を
用

意
し
、
ロ
ー
ソ
ク
に
火
を
つ
け
て
線

香
を
供
え
、
ひ
し
ゃ
く
で
水
を
水
鉢

に
注
ぎ
ま
す
。
そ
の
後
、
墓
前
で
礼

拝
し
ま
す
。
「南
無
帰
依
仏
　
南
無
帰

依
仏
　
南
無
帰
依
仏
」
と

「
三
宝
」

を
唱
え
た
り
、
知

っ
て
い
る
お
経
を

読
む
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

礼
拝
後
は
、
後
片
付
け
を
し
、
供

え
物
は
お
下
が
り
と
し
て
持
ち
帰
り

ま
す
。

●
開

眼

供

養

新
し
い
お
墓
が
で
き
た
ら
、
「開
眼
供
養
」
を
し
ま
す
。
「精

入
れ
」
「魂
入
れ
」
と
も
い
い
ま
す
。

●
納

骨

遺
骨
を
お
墓
に
納
め
る
こ
と
を

「納
骨
」
と
い
い
ま
す
。
火

葬
を
し
、
骨
あ
げ
を
し
た
後
、
お
墓
に
納
骨
を
す
る
の
が

一

般
的
で
す
。
埋
葬
に
は
市
町
村
が
発
行
す
る
「埋
葬
許
可
証
」

と
認
印
が
必
要
で
す
。

●
分

骨

遺
骨
を
ニ
カ
所
以
上
の
と
こ
ろ
に
納
骨
す
る
こ
と
を

「分

骨
」
と
い
い
ま
す
。

●
改

葬

お
墓
を
移
転
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
改
葬
は
、
①
現
在
、

お
墓
の
あ
る
墓
地
管
理
責
任
者
に
説
明
②
新
し
い
墓
地
を
用

意
③
役
所
で
改
葬
の
手
続
き
を
し
、
④
前
の
お
墓
の

「お
魂

抜
き
」
「閉
眼
供
養
」
を
し
ま
す
。
⑤
新
し
い
お
墓
の

「開
眼

供
養
」
を
し
ま
す
。

改
葬
に
は
、
「埋
葬
証
明
書
Ｌ
埋
葬
許
可
証
「
改
葬
許
可
証
」

が
必
要
で
す
。

ご納 骨 に つ い て
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名
古
屋
東
部
に
あ
る
日
進
市
の
中

芯
に

「日
進
桜
楓

（お
う
ふ
う
）
霊

苑
」
が
あ
り
ま
す
。
緑
の
丘
陵
に
建

つ
霊
苑
は
、
春
は
桜
、
秋
に
は
楓
が

舞
う
と
こ
ろ
か
ら

「
日
進
桜
楓
霊

苑
」
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

地
は
、
南
向
き
高
台
で
陽
光
あ
ふ

れ
、
故
人
と
と
も
に
鳥
の
さ
え
ず
り

や
花
々
を
眺
め
な
が
ら
穏
や
か
な
ひ

と
と
き
を
過
む
せ
る
場
所
で
も
あ
り

ま
す
。

お
寺
と
な
る
龍
谷
寺
は
、
開
創
５

０
０
年
を
迎
え
る
と
い
う
曹
洞
宗
の

名
刹
。
開
基
は
、
藤
原
則
武
と
伝
え

ら
れ
、
そ
の
後
三
州
篠
原
永
沢
寺
３

世
心
月
宗
光
大
和
尚
が
三
州
の
城
主

・
渡
辺
守
綱
の
助
力
を
得
て
、
伽
藍

を
整
備
し
、
当
代
の
住
職
、
成
田
隆

真
で
３８
世
と
な
り
ま
す
。

当
寺
の
３６
世
は
、
曹
洞
宗
管
長
と

横
浜
市
鶴
見
に
あ
る
曹
洞
宗
大
本
山

総
持
寺
の
貫
首
を
務
め
ま
し
た
。5454-31

現 地 案 内 所

〒 470-0102日 進 市 藤 島 日]寺下 甲 29番地
(受付時間:午前1000～午後4001定休日:毎週水曜日)

面函0120
引

↓
‘死

者
の
遺
体
や
遺
骨
を
埋
め
た
と

　
　
法
律
で
用
い
ら
れ
て
い
る
お
墓

こ
ろ
を

「葬

（
は
ぶ
）
り
の
か
処
」
　

　

は
、
「墳
墓
」
と

「墓
地
」
で
す
。

と
い
い
、
そ
こ
か
ら

「は
か
」
と
　
　
昭
和
２３
年
に
施
行
さ
れ
た

「墓
地

な

っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
墓
と
い
　
　
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
」
第
２
条

う
漢
字
は
、
「巾

（き
れ
）
を
も

っ
　

　

に
は
、
「こ
の
法
律
で
墳
墓
と
は
、

て
お
お
う
」
と
い
う
意
味
の
「幕
」
　

　

死
体
を
埋
葬
し
、
ま
た
は
焼
骨
を

の
漢
字
の

「巾
」
を

「土
」
に
置
　
　
埋
葬
す
る
施
設
を
い
う
」
と
記
さ

き
換
え
、
土
を
も

っ
て
人
を
お
お
　
　
れ
て
い
ま
す
。
墓
地
は
、
都
道
府

う
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。　

　
　
　
県
知
事
の
許
可
を
得
た
区
域
で

す
。

●
石
碑
　
　
　
　
　
　
・

石
で
作
ら
れ
た
墓
標
の
こ
と
で
す
。
石
碑
の

材
質
に
は
、
花
商
岩

・・、
安
山
岩
な
ど
が
使
わ

れ
ま
す
。

●
墓
誌

個
人
墓
の
場
合
は
、
故
人
の
戒
名
、
俗
名
、

没
年
享
年

（年
齢
）
を
刻
み
、
故
人
の
業
績

を
称
え
て
句
を
刻
み
ま
す
。
そ
の
際
は
、
遺

族
で
は
な
く
、
別
の
人
に
依
頼
を
し
、
そ
れ
を

誌
し
た
人
の
名
も
彫
り
ま
す
。

合
祀
塔
に
な
る
と
墓
碑
と
は
別
に
建
て
ま

す
。

輻 お 基 の基 礎 知 識 鰊輻

は
い
つ
建
て
る
の
で
し
ょ
う

一
定
の
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
は
、
法
事
の
機
会
に
合

わ
せ
て
お
墓
を
建
立
し
ま
す
。
１

周
忌
ま
で
に
整
え
る
こ
と
が
多
い

よ
う
で
す
。
お
墓
は
仏
様
に
な
ら

れ
た
方
の
お
住
ま
い
と
な
る
と
こ

ろ
で
す
。
家
が
な
い
ま
ま
で
は
気

持
ち
も
安
ら
ぎ
ま
せ
ん
。
む
先
祖

様
の
気
持
ち
を
思
う
と
、
で
き
る

だ
け
早
く
建
立
す
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
つヽ
。

花 の店

・お墓の供養花を承 ります
・全 国どこでも花キュー ピット

日進市香久山2‐ 1004花の店 萌木
ユニー香久山店を南に50m
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龍
谷
寺
は
、
今
か
ら
約
５
０
０
年

前
、
心
月
宋
光
大
和
尚
に
よ

っ
て
開

山
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
、
現
住
職
に

い
た
る
ま
で
３８
代
続
い
て
い
ま
す
。

宗
名
は
、
曹
洞
宗
（禅
宗
）
、
本
尊
は

「南
無
釈
迦
牟
尼
仏

（な
む
し
ゃ
か

む
に
ぶ
つ
ン
で
す
。
大
本
山
は
、
福

井
県
の
永
平
寺

（高
祖
道
元
禅
師
さ

ま
い
開
山
）
、
横
浜
市
の
総
持
寺
（大

祖
螢
山
禅
師
さ
ま
い
開
山
）
と
な

っ

て
い
ま
す
。

教
義
は
、
次
の
通
り
で
す
。

私
た
ち
は
、
み
な
仏
の
子
で
あ
り
、

生
ま
れ
な
が
ら
に
仏
心
を
備
え
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
気
づ
か
ず

に
我
が
ま
ま
、
勝
手
の
生
活
を
し

て
、
苦
し
み
、
悩
み
の
も
と
を
作

っ

て
い
ま
す
。
ひ
と
た
び
仏
様
に
ぎ
ん

悔

（ざ
ん
げ
）
し
、
帰
依
す
る
な
ら

ば
、
心
が
落
ち
着
き
、
お
の
ず
か
ら
生

活
が
整
え
ら
れ
て
明
る
く
な
り
、
社

会
の
役
に
立
つ
こ
と
を
喜
び
、
ま
た

ど
ん
な
苦
難
に
も
耐
え
て
、
生
き
抜

こ
う
と
す
る
信
念
が
生
ま
れ
ま
す
。

そ
こ
に
生
き
が
い
と
幸
福
と
を
発
見

す
る
の
が
曹
洞
宗
の
教
え
で
す
。

お
経
は
修
証
義
、
般
若
心
経
、
観

音
経
、
寿
量
品
等
の
諸
経
典
を
読
誦

し
ま
す
。

瞬
/´

●
龍
谷
寺
本
堂
　
０
茶
室

「心
月
庵
」

０
観
音
堂

０
十
二
支
及
七
福
善
神
堂
　
一二
十
三
観
音
堂

０
八
角
堂
　
０
龍
谷
観
音

０
山
門

（鐘
つ
き
堂
）

０
水
子
観
音

０
福
衆
観
音
　
⑩
福
岡
家
の
御
堂

０
知
恵
の
文
殊
菩
薩
　
⑫
戦
没
者
の
お
墓

⑬
庫
裏
　
０
旧
階
段
　
⑮
日
東
保
育
園
園
舎

―一―γ  l

隋
龍
谷
寺
年
間
予
定
鰈

三
月
二
十

一
日
（金
）

四
月
五
日
（土
）

四
月
二
十
日
（
日
）

八
月
十
五
日
（金
）

九
月
二
十
三
日
（火
）

十
二
月
二
十

一
日
（
水
）

春
分
の
日

春
の
彼
岸
供
養
会

午
後
１
時
～
３
時

芳
桜
茶
会

藤
島
弘
法
様

盆
供
養
会

秋
分
の
日

秋
の
彼
岸
供
養
会

除
夜
の
鐘
　
打
鐘

日
東
保
育
園

創
立
５０
周
年

舎
バ
ザ
ー
の
お
知
ら
せ
舎

日
東
保
育
園
は
、
日
進
市
で
初
め
て
の
保

育
所
と
し
て
、
昭
和
２８
年
に
創
立
さ
れ
ま
し

た
。
以
来
５０
年
、
働
く
お
母
さ
ん
の
就
労
を

保
障
し
、
子
ど
も
た
ち
の
幸
せ
を
願

っ
て
運

営
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
創
立
５０
周
年

を
迎
え
る
に
あ
た

っ
て
、
バ
ザ
ー
を
行
い
ま

す
。
皆
様
の
む
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時
　
５
月
１８
日
（日
）
１１
時
～
１４
時

場
所
　
日
東
保
育
園
仮
設
園
舎

Ｆ

伯

帳

霞

澪
内

募
集
す
る
も
の
　
む
家
庭
で
不
要
の
日
用

口
叩
、
贈
答
品
、
電
気
製
品
、
陶
磁
器
、
漆
器
な
ど

※
食
器
、
衣
類
は
新
品
の
み
　
　
　
　
　
　
一

※
食
品
は
賞
味
期
限
内
の
も
の

１
点
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
直
接
保
育
園
に

お
持
ち
く
だ
さ
る
か
、
お
電
話
を
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
が
ず
Ｉ
の
ボ
ラ
ン
方
著
東
ス
泰
緊
瑠

一

〈
昌

鮒

卜

響

ぎ

鼻

集
中̈
ｆ

苛

↑

う

ア
ヽ
奮

爺

だ

健

籍
犠

ゝ
　

　

　

　

ヽ

創
立
５０
周
年
協
賛
会
実
行
委
員
会
事
務
局

宕
０
５
６
１
１
７
２
１
０
４
５
９

今

Ｊ
午
前
９
時
か
ら
‐６
時
）

茎 君:質::モ :う で1'I'1」L 
互助会会員の方も姜むしてごオロ談下さい

ライフサポート会
面0120‐7712口49

日進市米野木町柿ノ木前26
80561…72-1169
事:業:音68052‐802‐7712
長久手店 80561-62-8287
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