
平成16年 8月 お盆号

わ
盆
を
夢
え
て

曽
ｒ
慮
輩
幣

谷
寺
仁
診
成

口
隆
真

猛
暑
の
毎
日
が
続
き
ま
す
が
、
こ

健
康
に
留
意
さ
れ
、
お
過
む
し
い
た

だ
き
た
い
と
願

っ
て
お
り
ま
す
。

お
盆
は
日
本
人
の
心
に
慈
悲
、
慈

愛
と
い
う
仏
教
の
根
本
理
念
を
歴
史

を
か
け
て
育
ん
で
き
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
さ
だ
ま
さ
し
の

「精
霊
流
し
」

は
光
景
が
は

っ
き
り
と
浮
か
ん
で
ま

い
り
ま
す
。
大
切
な
人
と
の
別
れ
を

自
分
自
身
ど
う
受
け
止
め
て
い
く
の

か
、
死
と
生
と
の
間
で
ど
う
生
き
て

い
く
の
か
ヽ
多
く
の
人
が
考
え
苦
し

み
ま
し
た
。

(1)第 3号

常
日
頃
は
、
日
進
桜
楓
霊
苑
を
、

む
愛
顧
賜
り
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

今
年
も
、
お
盆
が
ま
い
り
ま
し

た
。
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
思
い
で
、
お
盆
を
迎
え
ら

れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

お
盆
は
、
皆
様
が
む
存
じ
の
通

お
盆
は
亡
き
大
切

な
人
と
出
会
え
る
時

間
で
す
。
心
豊
か
な

仏
教
の
行
事
で
も
あ

り
、
素
晴
ら
し
い
日

本
の
文
化
で
も
あ
り

ま
す
。
庭
先
、
玄
関

に
打
ち
水
を
し
て
、
足
す
す
ぎ
の
た

ら
い
、
洗
面
器
に
冷
た
い
水
と
手
拭

い
を
備
え
て
お
き
ま
す
。
い
ち
じ
く

や
蓮
な
ど
の
大
き
な
葉
の
上
で
、
は

じ
き
、
白
い
紙
、
わ
ら
等
を
た
い
て

煙
を
立
て
ま
す
。
合
掌
し
、
敬
虔
な

気
持
ち
で
家
族
揃

っ
て
お
迎
え
し
ま

す
。
迎
え
火
は
、
十
三
日
の
午
後
が

こ
の
地
方
の
習
慣
で
す
。

た
ら
い
や
洗
面
器
は
長
い
旅
を
し

）
慶
れ
た
足
を
冷
や
す
も
の
で
す
。

そ
し
て
仏
壇
ま
で
む
案
内
し
て
お
迎

え
団
子
と
水
を

一
膳

一
膳
に
箸
を
つ

け
て
お
供
え
し
ま
す
。
団
扇
で
位
牌

を
扇
い
で

「よ
く
お
い
で
く
だ
さ
い

ま
し
た
」
と
む
挨
拶
い
た
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
亡
き
大
切
な

人
、
こ
先
祖
を
お
迎
え
い
た
し
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
行
事
の
な
か
に
私

た
ち
の
大
切
な
も
の
、
大
切
に
し
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ど
う
か
お
盆
の
期
間
に
は
、
自
分

自
身
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
、
亡
き

人
の
心
を
戴
き
、
ゆ
っ
た
り
と
お
過

む
し
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

株
式
会
社
人
興
企
画

代
表
取
締
役

お
墓
に
は
、
お
花

と
は
別
に

「お
迎
え

だ
ん
む
」
を
供
え
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま

彫
ら
れ
、
中
に
は
故
人
が
生
前
に
書

か
れ
た
字
を
、
そ
の
ま
ま
の
字
体
で

彫
ら
れ
る
方
も
み
え
ま
す
。

日
進
桜
楓
霊
苑
に
お
い
て
も
、
新

た
に
完
成
し
た
第
四
ブ
ロ
ッ
ク
の
霊

苑
に
は
、
赤
色
や
緑
色
の
石
に
個
性

あ
ふ
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ
ン
の

墓
石
が
多
く
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

時
代
の
流
れ
の
中
で
、
価
値
観
の

多
様
化
が
お
墓
に
も
現
れ
て
き
た
の

で
し
ょ
う
か
。

今
年
の
夏
の
暑
さ
は
、
観
測
史
上

最
も
暑
い
日
が
続
い
た
そ
う
で
す
。

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
康

に
十
分
配
慮
さ
れ
ま
し
て
、
お
過
む

し
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

す
。お

墓
は
、
工
日
か
ら
和
型
曾
一段
墓
）

が

一
般
的
に
建
て
ら
れ
て
き
た
の
で

す
が
、
最
近
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ

ザ
イ
ン
の
墓
石
が
多
く
建
て
ら
れ
る

よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

『
自
分
が
生
き
た
証
に
し
た
い
』

『故
人
の
仕
事
や
趣
味
を
偲
ば
せ
る

デ
ザ
イ
ン
に
し
た
い
』
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
の
お
人
柄
や
家
族
ら
し
さ
を
表

し
た
個
性
あ
ふ
れ
る
お
墓
が
オ
リ
ジ

ナ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
墓
石
で
す
。

ま
た
、
お
墓
に
彫
る
正
面
文
字
も

「○
○
家
之
墓
」
か
ら
、
愛

・
誠

・

和

。
心

。
夢
な
ど
の
言
葉
を
墓
石
に

千
同
　
寛

り
、
こ
先
祖
様
の
霊
が
年
に

一
度
皆

様
の
と
こ
ろ

へ
戻

っ
て
く
る
日
で

す
。関

東
地
方
で
は
７
月
１３
日
か
ら
１５

日
で
す
が
、
地
方
で
は
１
カ
月
遅
れ

の
８
月
１３
日
か
ら
１５
日
と
な

っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
を

「新
盆
」
と

「旧
盆
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
達
の
住
む
中
部
地
方
は
、
８
月

の

「旧
盆
」
が

一
般
的
で
、
お
仏
壇

に
は
、
お
花
と
供
物
を
供
え
、
明
か

り
を
灯
し
、
仏
様
を
お
迎
え
し
ま

す
。そ

し
て
お
墓
参
り
は
、
お
盆
の
入

り
の
１３
日
に
し
ま
す
。
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お
　
盆

お
盆
は
正
式
に
は

「孟
蘭
盆
会

（う

ら
ぼ
ん
え
ご
と
い
い
、

イ
ン
ド
の
言
語

の

一
つ
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

（梵

語
）
の

″ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
″
が
語
源
で

す
。
こ
れ
に
は

″逆
さ
吊
り
″
と
い
う

意
味
が
あ
り
、
お
釈
迦
さ
ま
が
地
獄
で

逆
さ
吊
り
に
さ
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
弟

子
の
母
親
を
救
う
た
め
、
そ
の
弟
子
に

母
親
が
極
楽
に
行
け
る
よ
う
、
こ
の
興

で
正
し
い
こ
と
を
行

っ
て
徳
を
積
む
よ

う
、
説
い
た
と
い
う
故
事
か
ら
き
て
い

ま
す
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
先
祖
に

報
恩
感
謝
を
さ
さ
げ
、
功
徳
を
積
む
大

切
な
日
と
な
り
ま
し
た
。

お
盆
は
、
東
京
な
ど
関
東
の
都
市
部
で

は
７
月
１３
日
か
ら
１５
日
で
す
が
、
日
本

の
多
く
の
地
方
で
は
、　
一
月
遅
れ
の
８

月
１３
日
か
ら
１５
日
と

な

っ
て
い
ま
す
。
こ

れ

を

「
月

お

く

れ

盆
」
と
い
い
ま
す
。

月
お
く
れ
盆
は
、

明
治
時
代
に
新
暦
を

採
用
す
る
に
あ
た

っ

て
、
お
盆
が
７
月
と
な

っ
た
際
、
農
作

業
が
も

っ
と
も
忙
し
い
時
期
と
重
な

っ

た
た
め
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
お
盆
を

一

月
遅
ら
せ
れ
ば
、
先
祖
の
供
養
も
ゆ

っ

く
り
と
で
き
ま
す
の
で
、
地
方
で
は
月

お
く
れ
盆
と
な

っ
て
い
ま
す
。

‐３
日
は

「迎
え
盆
」
と
い
い
、
自
宅

に
戻

っ
て
く
る
霊
を
迎
え
入
れ
る
日
で

す
。
先
祖
の
霊
が
道
に
迷
わ
ず
に
戻

っ

て
こ
ら
れ
る
よ
う
に
、
夕
方
、
玄
関
先

で
迎
え
火
を
た
き
ま
す
。

家
で
は
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
た
め
に

仏
壇
を
清
め
、
精
霊
棚
を
作
り
ま
す
。

机
な
ど
を
用
い
、
そ
こ
に
位
牌
を
移

し
、
真
菰

（ま
こ
も
）
や
白
布
な
ど
を

敷
き
、
香
炉
や
ろ
う
そ
く
立
て
を
置
き

ま
す
。
青
竹
な
ど
を
立
て
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
棚
を
設
け
な
い
場
合
で
も
、

仏
壇
に
真
菰
や
自
布
を
敷
い
た
り
、
お

供
え
物
を
飾
る
な
ど
、
お
盆
な
ら
で
は

の
支
度
を
す
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。
お
供

え
物
は
キ

ュ
ウ
リ
の

馬
と
ナ
ス
の
牛
。
水

の
子

（洗

っ
た
生
米

と
、
さ
い
の
目
に
切

っ
た
ナ
ス
と
キ

ュ
ウ

リ
を
ま
ぜ
、
ハ
ス
の

葉
や
お
皿
に
盛

っ
た

も
の
）
、
水
向
け
用
の

水

（器
に
水
を
入
れ
、
ミ
ソ
ハ
ギ
の
花

を
添
え
ま
す
）
、
そ
の
ほ
か
夏
の
野
菜
や

果
物
、
ソ
ー
メ
ン
な
ど
を
供
え
て
提
灯

を
と
も
し
ま
す
。

‐５
日
は

「送
り
盆
」
と
い
い
、
帰

っ

て
い
く
霊
を
見
送
る
日
と
な

っ
て
い
ま

す
ｏ

‐５
日
の
夕
方
に
送
り
火
を
た
い

て
、
霊
を
送
り
出
し
ま
す
。
地
方
に
よ

っ
て
は
、
灯
籠
を
川
に
流
し
て
送
る
習

慣
が
あ
り
ま
す
。

新

盆

故
人
が
亡
く
な

っ
て
最
初
に
迎
え
る

お
盆
を

「新
盆
」
、
「初
盆
」
と
い
い
ま

す
。
故
人
の
霊
が
初
め
て
家
に
戻

っ
て

く
る
日
で
す
。
大
切
な
お
客
様
を
迎
え

る
気
持
ち
で
、
純
簿
を
整
え
ま
し

ょ

う
。
ま
ず
は
、
仏
壇
の
お
掃
除
か
ら
は

じ
め
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

地
域
に
よ

っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
提
灯

は
絵
柄
に
な
い
白
張
提
灯
を
使
用
し
ま

す
。
こ
れ
は
新
盆
の
と
き
だ
け
用
い
、

送
り
火
で
燃
や
し
た
り
、
お
寺
に
納
め

た
り
す
る
風
習
が
あ
る
よ
う
で
す
。
毎

年
の
お
盆
に
は
、
模
様
の
入

っ
た
提
灯

を
使
い
ま
す
。
ま
た
、

４９
日
以
前
に
お

盆
が
入
る
場
合
は
、
新
盆
の
行
事
は
行

民
法
８
９
７
条

（祭
祀
供
養
物
の
承
継
）

系
譜
、
祭
具
及
び
墳
墓
の
所
有
者

は
、
前
条
の
規
定

（
※
）
に
か
か
わ
ら

ず
、
慣
習
に
従

っ
て
祖
先
の
祭
祀
を
主

宰
す
べ
き
者
が
こ
れ
を
承
継
す
る
。
但

し
、
被
相
続
人
の
指
定
に
従

っ
て
祖
先

の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
者
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
が
こ
れ
を
承
継
す
る
。

②
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
慣
習
が

明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
前
項
の
権
利

を
承
継
す
べ
き
者
は
、
家
庭
裁
判
所
が

こ
れ
を
定
め
る
。

※
前
項
の
規
定
と
は
、
第
８
９
６
条
（相

続
の

一
般
効
力
）
の
こ
と
で
あ
る
。

法
律
か
ら
見
る
と
、
お
墓
の
承
継
す

る
人
は
血
縁
や
相
続
人
に
限
ら
ず
、
祭

祀
を
主
宰
す
る
人
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

承
継
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
人
が

他
人
の
場
合
は
、
そ
の
本
人
や
親
族
の

同
意
を
あ
ら
か
じ
め
得
て
お
い
た
ほ
う

が
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
旨

を
遺
言
状
に
は

っ
き
り
と
記
し
、
葬
儀

の
喪
主
な
ど
も
そ
の
人
に
務
め
て
も
ら

帥
て
、」隊い‐一』曜脚序時」Ｆ‐‐‐‐‐」‐ったほＹっがよいでＬ）ょヽ
フ。大年十ぅ
′

□
園
□
園
□
回
圃

お
墓
の
承
継

お
墓
を
購
入
し
た
人

（名
義
人
）
が
亡
＜
な
る
と
、
お
墓
の
持
ち
主
は
誰
に

な
る
の
か
ご
存
知
で
す
か
。
墓
地
は
法
的
に
は

「祭
祀
供
養
物
」
と
な
っ
て
い

て
、
慣
習
に
従

っ
て
配
偶
者
や
長
男
の
方
が
承
継
し
ま
す
。
お
墓
の
承
継
に
つ

い
て
は
、
法
律
も
あ
り
ま
す
の
で
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

忘

お
墓
を
相
続
し
て
も
相
続
税
等
、
税

金
は

一
切
か
か
り
ま
せ
ん
。
お
墓
は
、

相
続
人
全
員
が
分
け
て
相
続
す
る
相
続

財
産
と
異
な
り
、
祭
祀
を
行
う
特
定
の

一
人
だ
け
が
受
け
継
ぐ
も
の
で
す
。
そ

の
た
め
、
課
税
の
対
象
と
は
な
ら
な
い

の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
財
産
を
祭
祀
財

産
と
い
い
ま
す
。
ま
た
仏
壇
や
位
牌
も

祭
祀
財
産
に
入
る
た
め
、
税
金
は
か
か

り
ま
せ
ん
。

墓
所
も
不
動
産
も

「買
う
」
と
言
い

ま
す
が
、
内
容
は
ま

っ
た
く
異
な
り
ま

す
。
不
動
産
を
買
う
の
は

「所
有
権
を

得
る
」
こ
と
で
す
が
、
墓
所
を
買
う
の

は
「使
用
権
を
得
る
」
こ
と
な
の
で
す
。

墓
地
で
は
転
貸
、
転
売
や
譲
渡
が
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
寺
院
、
霊
園
管

理
者
側
に
無
断
で
他
人
へ
の
承
継
を
行

う
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
事
前
の
説
明
が
大
切
で
す
。
ま

た
そ
の
承
継
者
が
亡
く
な

っ
た
と
き
の

こ
と
も
含
め
、
細
部
に
わ
た

っ
て
取
り

決
め
を
し
て
お
く
と
安
心
で
す
。

不
動
産
を
買

っ
て
使
用
権
を
得
れ
ば
、

売
る
こ
と
も
貸
す
こ
と
も
自
由
に
で
き

ま
す
が
、
墓
所
は
自
分
が
墓
所
と
し
て

使
用
す
る
以
外
、
何
に
使

っ
て
も
い
け

ま
せ
ん
。
墓
所
の
使
用
権
は
永
代
で
、

代
々
に
わ
た
り
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
管
理
者
に
戻
す
際
に
は
、
石

塔
等
を
取
り
除
き
、
元
通
り
に
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

鼈
躙
輻

家
族
な
ど
、
０
自
身
と
縁
の
あ
る
人

の
遺
骨
で
あ
れ
ば
、
法
的
に
は
問
題
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
他
人
の
遺
骨
を

預
か

っ
て
安
置
す
る
場
合
に
は

「納
骨

堂
」
と
し
て
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま

す
。ま

た
、
家
族
の
遺
骨
で
あ

っ
て
も
、

す
で
に
お
墓
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
事
情
が
異
な

っ
て
き
ま
す
。
お
墓

を
墓
地
か
ら
取
り
出
す
際
に
は
、
改
葬

の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
個
人
宅
の
よ
う
に
墓
地
や
納
骨
堂

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
所
へ
の

改
葬
の
許
可
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
で

し
ょ
つヽ
。



名
古
屋
市
東
部
、
日
進
市
の
中
心

に

「日
進
桜
楓
（
お
う
ふ
う
）
霊
苑
」

が
あ
り
ま
す
。
小
高
い
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

に
あ
ふ
れ
、
個
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
い
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
く
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
。

す
で
に
約
５
５
０
基
の
お
墓
が
建

立
さ
れ
、
南
面

一
列
タ
イ
プ
の
新
区

画

「第
四
ブ
ロ
ッ
ク
」
も
完
成
。
好

評
受
付
中
で
す
。
ぜ
ひ

一
度
、
お
出

か
け
く
だ
さ
い
。

陽 馘

案
内
看
板
を
目
印
に
、
こ
来
場
下
さ
い
。

う
言
t7プ

亀L言

詭
●点景
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■価格表 (墓石・墓石込み。石碑8付 )※消費税が含まれております。

卿 椰
議 峙

鋼 製

A… 5(墓誌 な し) 0.90r●  90Xlooom 1,190,000円
B… 8(墓誌なし) 1.20rパ  120X100cm 1.620,000円
C (墓 誌 な し) 1.44市 20X120cm 2,020,000円
C-1(墓 誌なし) 1.80市 20X150cm 2.430J000円
D (墓 誌 付 ) 1.80市 50X120cm 2,500,000円
D-2(墓 誌付 ) 1.56請 30X120om 2J230,000円

_F_(墓 誌 付 ) 2_25市 50X150峰 m _3.010.000円
※塔婆立て・供物台はオプションです。
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茶
室

「心
月
庵
」
は
、
龍
谷
寺
３

６
世
得
道
芳
髄
大
和
尚
が
昭
和
５４
年

８
月
に
建
築
さ
れ
た
茶
室
で
す
。
建

築
当
初
は
、
大
楠

（く
す
の
き
）
の

木
の
下
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
後

に
現
在
の
場
所
へ
移
築
し
ま
し
た
。

本
来
茶
室
は
、
大
客
殿
に
使
用
で
き

な
い
木
材
や
古
い
建
物
を
壊
し
た
木

材
な
ど
で
建
築
さ
れ
る
そ
う
で
す

が
、
こ
の

「心
月
庵
」
は
、
豊
田
市

の
正
林
寺
庫
裏
を
壊
し
た
と
き
に
頂

い
た

「す
す
竹
」
を
利
用
し
て
い
ま

す
。ま

た
入
り
口
天
丼
に
は
、
龍
谷
寺

３６
世
得
道
芳
髄
大
和
尚
が
自
ら
書
い

た
般
若
心
経
の
書
が
あ
り
、
心
を
込

め
て
心
月
庵
を
建
築
し
た
こ
と
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。
お
手
前
横
の
壁
は
、

鋼
板
の
亀
甲
張
り
と
な

っ
て
お
り
、

当
時
の
職
人
の
技
術
の
高
さ
が
し
の

ば
れ
ま
す
。

現
在
、
週
に

一
度
、
表
千
家
の
茶

道
の
け
い
古
が
行
わ
れ
て
お
り
、
年

に

一
度
桜
の
咲
く
４
月
に
は
、
得
道

芳
髄
大
和
尚
を
し
の
ん
で

「芳
桜
茶

会
」
が
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

龍

谷

寺

年

間

予

定

寒
基

【平
成
１６
年
】

８
月
１５
日

（日
〉
盆
施
餓
鬼
会

９
月
２３
日

（祝
）
秋
彼
岸
会

１０
月
那
日

（土
）
日
東
保
育

相
ザ
‐

‐２
月
３‐
日

（金
）
　

除
夜
の
鐘
打
鐘

に
，
　

　

（
※
１
）

【
平

成

１７
年

Ｖ

・

１
月
１
日

（土
）
元
旦
祈
願

１
月
１０
日

（祝
）
大
般
若
祈
祷

″
　
´

一一
　

　

　

　

（
※
２
）

２
月
１５
日

（
火
）
涅
槃
会

（
※
３
）

※
１
　
夜
Ｈ
時
３０
分
か
ら
受
付
開

始
。
除
夜
の
鐘
打
鐘
の
方
に

開
運
だ
る
ま
を
進
呈

※
２
　
大
般
若
経
６
０
０
巻
の
虫
千

し
の
た
め
、
こ
の
時
期
に
経

本
に
風
を
あ
て
ま
す
。
そ
の

風
に
あ
た
る
と
無
病
息
災
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日

は
寺
で
大
根
と
結
び
昆
布
を

炊
き
、
お
せ
ち
料
理
の
疲
れ

を
と
り
、　
一
年
の
無
事
を
祈

り
ま
す
。

※
３
　
お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に

な

っ
た
日
。
江
戸
時
代
に
描

か
れ
た
涅
槃
図
を
１
月
下
旬

か
ら
龍
谷
寺
本
堂
で
開
帳

●
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

０
庫
裏
　
０
旧
階
段
　
⑮
日
東
保
育
園
園
舎

_一づ  す
~~~~~~―――__一

=一
轟
鰹
雹
儒
凛
云
，Ｃ
ｈ
響
げ
せ
Ｆ

龍
谷
寺
本
堂
下
客
殿
に
お
い
て
、

２０
有
余

年
続
く
書
道
教
室
が
「日
東
書
道
会
」
で
す
。

日
々
、
忙
し
く
し
が
ち
な
現
代
、
静
か
に
書

の
世
界
に
接
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
皆
様
の
む
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

日
時
　
毎
週
土
曜
日
　
１０
時
～
１２
時

‐４
時
～
１７
時

龍
谷
寺
本
堂
下
客
殿

安
藤
霜
秋
先
生

「書
泉
」
に
て
昇
級
有
り

小
学
生
ま
で
２
、
５
０
０
円

大
人
　
　
　
３
、
０
０
０
円

ルザ
保絹「バザ恭

平
成
１６
年
度
の
日
東
保
育
園
バ
ザ
ー
を
開

催
し
ま
す
。
皆
様
の
む
来
園
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

日
時
　
平
成
１６
年
１０
月
１６
日
（土
）
午
前
１０
時

場
所
　
日
東
保
育
園
お
ひ
さ
ま
ホ
ー
ル

な
お
、
次
の
よ
う
に
バ
ザ
ー
に
出
す
品
物

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
む
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

む
家
庭
で
不
要
の
日
用
品
、
衣
類
、
贈
答

品
、
電
気
製
品
、
陶
芸
器
、
漆
器
な
ど

※
食
器
、
衣
類
は
新
品
の
み

※
食
品
は
賞
味
期
限
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
、
こ
連
絡
く
だ
さ

い
。

主
催
　
平
成
１６
年
日
東
保
育
園
父
母
の
会

後
援
　
社
会
福
祉
法
人
日
東
保
育
園

問
い
合
わ
せ
　
日
東
保
育
園
８
０
５
６
１
１

７
２
１
０

´
４
５
９

（平
日
９
時
１
１６
時
）

月 毎 講 場
謝 月 師 所

璽そうび社 互助会会員の方も姜むしてご相談下さい

ライフリポート会員制度
面0120‐7712日49

日進市米野木町柿ノ木前26
80561‐72-1169
事:業:音58052‐802‐7712
長久∃二店 180561‐62-8287

颯 鞣 菫 員
募集中


