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新
し
い
年
を
皆
様
お
揃
い
で
お
迎

え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。
こ
れ
ま
で
日
進
桜
楓
霊
苑
に
多

く
の
方
に
む
縁
を
頂
き
、
誠
に
あ
り

が
と
う
０
ざ
い
ま
し
た
。
今
年
は
開

苑
以
来
１０
周
年
目
を
迎
え
ま
す
。
当

初
植
え
た
桜
と
楓
の
木
も
Ю
年
間
で

し

っ
か
り
と
根
づ
き
、
春
は
桜
花
、

秋
は
楓
の
紅
葉
で
周
り
を
美
し
く
飾

っ
て
季
節
の
訪
れ
を
告
げ
て
く
れ
ま

一成
口
隆
真

す
。人

は
自
然
の
摂
理
の
中
で

「生
」

を
頂
き
、
自
然
と
共
に
生
き
て
い
ま

す
。
こ
の
日
進
桜
楓
霊
苑
の
地
域
が

皆
様
方
に
と

っ
て
、
自
然
を
感
じ
、

心
休
ま
る
場
所
と
な
る
よ
う
に
整
備

を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

平
成
１８
年
は
、
「
成
年
」
で
す
。

「成
」
の
字
に
は
、
「茂
る
Ｌ
陽
気
」

裁
つ
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
豊

か
さ
と
共
に
、
簡
素
の
美
を
求
め
る

意
味
も
あ
り
ま
す
。
「犬
」
は
、
あ
の

世
と
こ
の
世
を
結
ぶ
使
い
と
さ
れ
、

安
産
を
願
い
、
子
ど
も
の
成
長
を
祈

り
、
魔
よ
け
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
新
し
い
年
が
皆
様
方
に

と

っ
て
も
幸
福
で
あ
り
ま
す
よ
う
、

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

心
が
け
、
皆
さ
ま
の
力
強
い
む
協
力

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
全
力
で
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。
霊
苑
に
愛
情
を

注
ぎ
、
で
き
る
限
り
の
力
と
思
い
を

尽
く
し
て
、
働
け
る
こ
と
は
幸
せ
だ

と
感
じ
、
こ
れ
ま
で
の
こ
支
援
に
対

し
て
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で

す
。今

年
は
成
年
で
す
。
成
年
生
ま
れ

の
方
は
、
愛
情
や
友
情
を
大
切
に

し
、
温
情
を
か
け
て
く
れ
た
人
を
決

し
て
裏
切
ら
な
い
誠
実
、
勤
勉
、
実

直
な
方
が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
か

ら
も
成
年
の
方
の
よ
う
に

一
生
懸

命
、
皆
さ
ま
が
誇
れ
る
霊
苑
づ
く
り

に
努
力
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

皆
さ
ま
方
に
と

っ
て
も
、
良
き
年

で
あ
り
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
祈
念
い

た
し
ま
す
。

を
迎
だ

あ

た

づ

笏

降

平
成
１８
年
の
新
春
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
心
よ
り
新
年
の
お
喜
び
を
申

し
上
げ
ま
す
。
さ
て
、
日
進
桜
楓
霊

苑
は
、
平
成
８
年
７
月
に
開
苑
し
て

以
来
、
お
か
げ
さ
ま
で
１０
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。
現
在
、
第

一
。
第
二

・

第
五
に
続
い
て
第
四
プ
ロ
ッ
ク
が
完

成
、
昨
年
末
現
在
、
約
５
９
０
世
帯

の
皆
さ
ま
が
お
申
し
込
み
さ
れ
、
お

墓
を
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
進
桜
楓
霊
苑
は
、
後
ろ
に
山
が

あ
り
、
近
く
に
川
が
流
れ
、
日
進
の

町
が
見
え
る
高
合
で
、
桜
と
楓
が
植

え
ら
れ
た
公
園
の
な
か
に
あ
り
、
東

海
三
県
数
あ
る
霊
苑
の
な
か
で
も
こ

れ
ほ
ど
環
境
の
整

っ
た
美
し
い
霊
苑

は
な
い
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
真
南

と
い
う
墓
相
も
良
く
、
こ
先
祖
さ
ま

た
ち
が
安
ら
か
に
眠
れ
る
静
か
な
場

所
で
す
。
隣
接
す
る
龍
谷
寺
は
由
緒

あ
る
お
寺
で
永
代
管
理
が
５０
年
と
、

皆
さ
ま
に
と

っ
て
も
安
心
し
て
い
た

だ
け
る
墓
所
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

私
ど
も
は
、
「健
や
か
で
、
心
ふ
れ

あ
う
や
す
ら
ぎ
の
霊
苑
」
づ
く
り
を

手造り。オリジナル仏壇専 門店
イムえてヽヽきまにょう

オ》合 わす感勃さのrs~
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仏
教
の
国
教
化
・寺
請
制
度

江
戸
幕
府
が
成
立
す
る
と
、
寺
院
法

度
な
ど
に
よ

っ
て
寺
社

・
僧
侶
へ
の
締

め
付
け
が
厳
し
く
な
り
、
朝
廷
と
宗
教

界
の
関
係
相
対
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

特
に
大
徳
寺

（京
都
）
の
よ
う
な
有
力

な
寺
院
に
つ
い
て
は
、
「禁
中
並
公
家
諸

法
度
」
に
よ

っ
て
、
朝
廷
と
の
関
係
を

弱
め
る
た
め
の
規
制
も
か
け
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
法
度
は
、
天
皇
の
詔
で
決
ま

っ
て
い
た
大
徳
寺
の
住
持
職
を
幕
府
が

決
め
、
天
皇
か
ら
賜
る
紫
衣
①
の
着
用

を
幕
府
が
認
め
た
者
の
み
に
限
る
こ
と

な
ど
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
幕
府
が
紫
衣
の
授
与
を

規
制
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
水
尾

天
皇
は
従
来
の
慣
例
ど
お
り
、
幕
府
に

諮
る
こ
と
な
く
１０
数
人
の
僧
侶
に
紫
衣

着
用
の
勅
許
を
与
え
ま
し
た
。
こ
れ
を

知

っ
た
３
代
将
軍
徳
川
家
光

は
、

１
６
２
７
年
（寛
永
４
年
）
、
事
前
に
勅

許
の
相
談
が
な
か

っ
た
こ
と
を
法
度
違

反
と
み
な
し
て
多
く
の
勅
許
状
を
無
効

と
し
、
京
都
所
司
代
に
紫
衣
の
取
り
上

げ
を
命
じ
ま
し
た
。

幕
府
の
強
行
な
態
度
に
朝
廷
は
、
こ

れ
ま
で
に
授
与
し
た
紫
衣
着
用
の
勅
許

を
無
効
に
す
る
こ
と
に
強
く
反
対
し
、

大
徳
寺
住
職

。
沢
庵
宗
彰

（た
く
あ
ん

そ
う
ほ
う
）
は
前
住
職
の
宗
珀

（そ
う

は
く
）
と
大
徳
寺
の
僧
を
ま
と
め
、
妙

心
寺
の
単
伝

（た
ん
で
ん
）
、
東
源

（
と

う
げ
ん
）
ら
高
僧
と
と
も
に
、
抗
弁
書
を

提
出
し
、
反
対
運
動
を
行
い
ま
し
た
。

１
６
２
９
年
（寛
永
６
年
）
、
幕
府
は

沢
庵
ら
幕
府
に
反
抗
し
た
高
僧
を
出
羽

国
や
陸
奥
国

へ
の
流
罪
に
処
し
ま
し

た
。
こ
れ
が

「紫
衣
事
件

（し
え
じ
け

ん
ど
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
後
水
尾
天

皇
は
こ
の
事
件
を
き

っ
か
け
に
退
位
を

決
意
し
た
と
も
考
え
ら
れ
て
お
り
、
朝

廷
と
幕
府
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
る
大

で
、
民
衆
の
信
仰
を
統
制
す
る
役
割
を

担
い
ま
し
た
。
本
寺
と
中
本
寺
、
直
末

寺
の
服
従
関
係
、
寺
院
と
檀
家
の
関
係

を
通
し
て
、
す
べ
て
の
人
々
を
寺
院
と

結
び
つ
け
て
管
理
し
、
封
建
体
制
の
維

持
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

新
宗
教
の
勃
興

明
治
維
新
直
後
の
１
８
６
８
年
に

「神
仏
分
離
令
」
、
１
８
７
０
年
に
「大

教
宣
布
」
が
発
布
さ
れ
、
神
道
国
教

。

祭
礼

一
致
の
政
策
に
よ

っ
て
、
仏
教
施

設
の
破
壊
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は

決
し
て
仏
教
排
斥
を
意
図
し
た
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
結
果
と
し

て
、
全
国
で
廃
仏
毀
釈

（は
い
ぶ
つ
き

じ
ゃ
く
）
②
が
行
わ
れ
、
神
仏
習
合
の
廃

止
、
神
体
に
仏
像
の
使
用
禁
止
、
神
社

か
ら
仏
教
的
な
要
素
の
払
拭
な
ど
が
お

こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
祭
神
の
決
定
、
寺

院
の
廃
合
、
僧
侶
の
神
職
へ
の
転
向
、
仏

像
、
仏
具
の
取
り
壊
し
、
仏
事
の
禁
止
、

民
間
へ
の
神
道
強
制
な
ど
仏
教
寺
院
は

空
前
の
大
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。

１
８
７
１
年
む
ろ
、
嵐
が
収
ま
り
ま

し
た
が
、
長
い
間
回
復
は
困
難
で
し

た
。
公
爵
や
侯
爵
の
華
族
の
墓
地
も
、

仏
教
方
式
か
ら
神
道
方
式
へ
と
強
制
的

に
変
更
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。　
一
方
で
、

仏
教
の
近
代
化
を
目
指
す
仏
教
復
興
運

動
も
起
こ
り
、
新
た
な
教
団
も
生
ま
れ

ま
し
た
。

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
る
と
、
憲
法
に

よ

っ
て
信
教
の
自
由

。
政
教
分
離
が
保

証
さ
れ
ま
し
た
。
戦
争
協
力
体
制
を
支

え
て
い
た
宗
教
団
体
法
は
廃
止
さ
れ
、

１
９
５
１
年
に
宗
教
法
人
法
が
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
す
べ
て
の
寺
院
は
独
立
し

た
宗
教
法
人
と
な
り
、
末
寺
寺
院
を
拘

束
し
て
い
た
本
末
制
度
の
機
能
が
失
わ

れ
、
宗
派
を
離
脱
し
て
独
立
す
る
寺
院

も
増
え
ま
し
た
。

①
紫
衣
と
は
、
紫
色
の
法
衣
や
袈
裟
（け

さ
）
を
い
い
、
古
く
か
ら
宗
派
を
問
わ

ず
、
高
徳
の
僧
や
尼
が
朝
廷
か
ら
賜
り

ま
し
た
。
僧
や
尼
の
尊
さ
を
表
す
も
の

で
あ
る
と
同
時
に
朝
廷
に
と

っ
て
は
収

入
源
の
１
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
。

②
廃
仏
毀
釈
と
は
、
仏
教
寺
院

・
仏
像

。
経
巻
を
破
棄
し
、
僧
や
尼
な
ど
出
家

者
が
受
け
て
い
た
特
権
を
廃
す
る
な

ど
、
仏
教
に
対
す
る
攻
撃
を
い
い
ま

当

七
福
神

（し
ち
ふ
＜
じ
ん
）
と
は
、
福
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
日
本
で

信
仰
さ
れ
て
い
る
七
柱
の
神
で
す
。　
一
般
に
は
、
恵
比
寿
、
大
黒
天
、
昆

沙
門
天
、
寿
老
人
、
福
禄
寿
、
弁
財
天
、
布
袋
の
七
柱
の
神
と
さ
れ
、
も

と
も
と
個
別
に
福
神
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
き
ま
し
た
が
、
七
福
神
に
な

っ
た
の
は
、
仁
王
般
若
経
の

「七
難
即
滅
、
七
福
即
生
」
に
基
づ
く
な
ど

の
諸
説
や
画
題
の
竹
林
の
七
賢
人
に
な
ぞ
ら
え
た
の
が
は
じ
ま
り
と
い
わ

れ
、
室
町
時
代
初
期
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

女
神
で
宇
宙
創
造
の
神
ヴ
ラ
フ
ァ
ー
の

妃
の
１
人
。
こ
の
神
は
、
言
葉
や
音
楽

を
作

っ
た
と
さ
れ
、
中
国
に
伝
わ

っ
て

人
々
に
弁
財
を
与
え
、
天
災
を
除
滅
さ

せ
る
仏
神
に
変
わ
り
ま
し
た
。
愛
嬌
を

示
し
、
音
楽
、
弁
舌
才
智
、
水
の
神
、

芸
術
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま

す
。
厳
島
神
社
、
都
久
夫
須
麻
神
社
、

江
島
神
社
は
日
本
三
大
弁
財
天
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
福
禄
寿
電
剣
芳
漏
灘
鮮
瀞
鮮

中
国
道
教
で
南
極
老
人
星
を
人
格
化

し
た
神
。
短
身
、
長
頭
で
ヒ
ゲ
が
多
く
、

経
巻
を
結
び
付
け
た
杖
を
携
え
、
多
く

の
鶴
を
従
え
て
い
ま
す
。　
一
般
に
は
延

命
長
寿
を
司
る
神
と
し
て
信
仰
を
集
め

て
い
ま
す
。

●
寿
老
人
餐
耀
燿
曇
選
篇
湘
＝

南
極
星
の
化
身
、
老
子
の
化
身
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
長
頭
の
老
人
で
杖

を
携
え
、
杖
の
頭
に
巻
物
を
付
け
、
う

ち
わ
を
持

っ
て
鹿
を
連
れ
て
い
た
と
い

い
ま
す
。
長
寿
、
諸
病
平
癒
、
富
員
繁

栄
の
神
。

●
布
袋
（は
て
じ
Ｔ
Ｉ
理
種
馴
磁

中
国
の
唐
の
時
代
に
活
躍
し
た
実
在

の
僧
。
本
名
は
契
此

（か
い
し
）
で
、

四
明
山
に
住
み
、
容
貌
は
福
々
し
く
体

は
肥
大
で
腹
を
露
出
し
、
常
に
袋
を
担

っ
て
喜
捨
を
求
め
、
人
々
か
ら
は

「布

袋
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

天
候
占
い
や
吉
凶
占
い
を
よ
く
し
、
誤

っ
た
こ
と
が
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
庶
民

に
広
く
慕
わ
れ
、
在
命
中
か
ら
弥
勒
菩

薩
の
化
身
と
あ
が
め
ら
れ
、
堪
忍
の
象

徴
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
格
形
成
、
富

貴
繁
栄
の
神
。

●
恵
比
寿
．９
集
４
４
轟
轟
＝
柵

イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
三
男
と
し

て
生
ま
れ
た
夷
二
郎
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
天
照
大
神
と
は
兄
弟
の
関
係
。
恵

比
須
は
鳥
帽
子
を
か
ぶ
り
、
鯛
と
釣
隼

を
持
ち
、
「釣
り
し
て
網
せ
ず
」
の
言
わ

れ
、
清
廉
の
ふ
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

漁
業
、
商
売
繁
盛
、
交
易
の
神
様
と
言

わ
れ
、
エ
ビ
ス
顔
と
言
わ
れ
る
よ
う
な

尊
顔
。
兵
庫
県
西
宮
市
の
西
宮
神
社
、

大
阪
市
の
今
宮
戎
神
社
な
ど
が
有
名
。

●

大

黒

天

．．．窮
編

こ

４

■

４

手

鼻

イ
ン
ド

・
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
シ
バ
神
の

別
名
で
イ
ン
ド
で
は
マ
ハ

（大
）
カ
ラ

（
黒

・
時
間
の
意
）
と
呼
ば
れ
、
「大
い

な
る
死
の
神
」
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
密
教
で
は
自
在
天
の
化
身
で
仏
教

の
守
護
神
。
わ
が
国
の
大
国
主
命

（ダ

イ
コ
ク
）
と
同
じ
読
み
で
あ
る
た
め
、

広
く
民
間
信
仰
に
浸
透
。
豊
作
、
財
福

の
神
と
さ
れ
、
２
俵
の
米
俵
に
立
ち
、

左
肩
に
大
き
な
袋
を
背
負
い
、
右
手
に

打
ち
出
の
小
槌
を
持
つ
。

●
毘
沙
円
天
癒
浦
■
灘
型
罰
靭

毘
沙
門
と
は
四
天
王
の

一
人
不
．
、

を
お
守
り
す
る
軍
神
。
梵
語
で
法
を
説

く
と
こ
ろ
か
ら
多
聞
と
訳
さ
れ
、
す
べ

て
を

一
切
も
ら
さ
ず
聞
く
こ
と
が
で
き

る
大
知
恵
者
を
意
味
し
ま
す
。
七
福
神

で
は
戦
い
の
神
と
さ
れ
、
正
義
の
味
方

に
な

っ
て
く
れ
る
善
神
。
左
手
の
塔
は

８
万
４
千
の
法
蔵
、

１２
部
経
の
文
義
を

具
し
、
右
手
の
宝
棒
は
悪
霊
を
退
散
さ

せ
財
宝
を
授
け
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

●
弁
財
天
飛
落
ざ
螢
理
僧
苗
響

イ
ン
ド
の
サ
ラ
ス
ヴ

ァ
テ

ィ
ー
川
の 龍谷 七福 大善神



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
。

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
ふ
月
宗
光
大
和
尚
が
三
州
の
城

一
涛
腰
■
●
●
・て
一

生
前
に
お
墓
を
建

立
す
る

こ
と

を

「
寿
陵
」
と
い
い
ま
す
。
寿
陵
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
良
い
点
が
あ
り
ま
す
。

当
霊
苑
で
は
、
生
前
建
立
の
方
が
増

え
て
い
ま
す
。

一
縁
起
が
良
い

寿
陵
と
は
古
代
の
中
国
か
ら
伝
わ

っ

た
風
習
で
、
″
寿
〃
は
長
寿
、
長
命
を
意

味
す
る
め
で
た
い
言
葉
で
あ
り
、
〃
陵
〃

は
皇
帝
の
お
墓
を
意
味
し
ま
す
。
寿
陵

と
は
、
長
寿
を
願
う
縁
起
の
よ
い
お
墓

な
の
で
す
。

一
節
税
対
策

生
前
に
お
墓
を
購
入
し
た
場
合
、
お

墓
の
購
入
額
分
が
相
続
税
の
課
税
対
象

に
な
ら
な
い
た
め
、
相
続
税
が
節
税
で

き
ま
す
。
残
さ
れ
た
こ
家
族
の
こ
負
担

を
考
え
ら
れ
る
面
か
ら
も
、
生
前
の
こ

建
立
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

― お墓洗いセットを販売一
日進桜楓霊 園では、「お墓洗 いセ ットJを販売 しま

す。このセ ットは、パ ワークロス、花筒洗 い用バ ー、

強力水 アカ取 りの 3点。

お墓 の花筒、花立のヌメ リには花筒洗 い用バ ー (発

砲 スチ ール製 )の先 にパ ワーク ロスを巻 きつけ、輪 ゴ

ムで止 め、洗 つて くだ さい。水鉢の汚れは、パ ワー

クロス、強力水 アカ

取 りで、水 ア カは強
力水 あか取 りで落 と

します。
環境 を汚 さず、石

を傷つ けず、水だけ

で OK。 簡単、便利

なセ ットです。980円
(税込 み )。 予約要。

現地販売所 で販売。

壼斗処
うヽ
風

３

″詢薇 撚 71ず顆写51
● 05617・ 2日5454曰口こ



こ
の
お
堂
は
、
昭
和
６０
年
１０
月

（
１
９
８
５
年
）
に
龍
谷
３６
世
成
田

芳
髄
大
和
尚
の
寄
進
と
し
て
、
東
京

の
金
花
舎
　
加
藤
藤
十
郎
氏
が
建
設

し
ま
し
た
。
中
に
は
道
了

（ど
う
り

ょ
う
）
様
が
お
奉
り
し
て
あ
り
ま

す
。
龍
谷
寺
本
堂
開
山
堂
に
は
、
黒

い
木
箱
が
あ
り
ま
し
た
。
龍
谷
３５
世

近
藤
幕
道
大
和
尚
は
、
「こ
の
木
箱
を

開
け
て
は
い
け
な
い
」
と
固
く
申
し

て
い
た
の
で
、
成
田
芳
髄
大
和
尚
は

そ
の
言
葉
通
り
、
本
堂
内
に
あ
る
黒

い
木
箱
を
開
け
ず
に
い
ま
し
た
。

あ
る
時
、
暮
れ
の
大
掃
除
を
手
伝

い
に
来
た
僧
侶
の

一
人
が
黒
い
木
箱

を
開
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
中
か
ら

出
て
き
た
の
は

「か
ら
す
天
狗
」
の

姿
を
し
た
道
了
様
。
木
箱
の
箱
書
き

に
は
、
「両
国
寺
」
と
書
か
れ
て
い
ま

し
た
。

こ
の
地
域
は
昔
、
尾
張
の
国
と
三

河
の
国
の
両
国
に
ま
た
が
る
地
域
で

し
た
。
そ
の
た
め
に

「両
国
寺
」
と

言
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ

の
道
了
様
は
、
家
内
安
全
、
心
願
成

就
、
商
売
繁
盛
の
む
利
益
が
あ
り
、

特
に
お
正

月
に
１
年

の
幸
せ
を

多

く

の

人
々
が
祈

っ
て
い
ま

す
。

撃
岬

龍

谷

寺

年

間

予

定

業
苛

【平
成
１７
年
】
　
　
　
　
　
　
　
４
月
１
日
（土
）
第
８
回
芳
桜
茶
会

‐２
月
３‐
日
（土
）

除
夜
の
鐘
　
打
鐘
　
　
桜
の
下
で

一
服
の
お
茶
を
お
楽
し

２３
時
３０
分
受
付
開
始
　
甘
酒
の
ふ
　
　
み
く
だ
さ
い
。
３
月
１
日
よ
り
お

る
ま
い
が
あ
り
ま
す
。
打
鐘
の
方
　
　
茶
券
を
準
備
し
ま
す
。
煎
茶
、
薄

に
は
幸
運
だ
る
ま
進
呈
。
お
守
　
　
茶
２
服
で
５
０
０
円
。
む
希
望
の

り
、
絵
馬
も
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
煎
茶

【平
成
１８
年
】　
　
　
　
　
　
　
　
席

山
添
京
山
社
中
、
薄
茶
席

１
月
１
日
（祝
）

元
旦
祈
祷
　
　
　
　
　
龍
谷
寺
芳
桜
会
社
中

１
月
９
日
（祝
）

大
般
若
祈
祷
　
　
　
６
月
３
日
（土
）

午
後
１
時
３０
分
か

２
月
１５
日
（水
）

涅
槃
会
　
　
　
　
　
　
ら
３
時
ま
で
双
葉
会
総
会
と
中
国

お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に
な
　
　
琵
琶
コ
ン
サ
ー
ト
。
演
奏
は
、
徐

っ
た
日
。
２
月
の
初
め
か
ら
龍
谷
　
　
善
祥
氏
。
参
加
希
望
は
お
申
し
出

寺
の
寺
宝

「涅
槃
図
」
（江
戸
時
代
　
　
く
だ
さ
い
。

作
）
を
本
堂
で
公
開
し
ま
す
。
ど

　

８
月
１５
日
（火
）

盆
大
施
餓
鬼
会
。

う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
９
時
か
ら
初
盆
供
養
、

１０
時
か
ら

３
月
２‐
日
（祝
）

春
彼
岸
会
　
　
　
　
　
盆
供
養

青ロイ多遍箋7 ・ ノヽ 角 堂

一――J

●
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
玄
関
　
⑮
日
東
保
育
園
園
舎

■
梅
花
流
詠
讃
歌
教
場

毎
月

一
回
、
龍
谷
寺
本
堂
新
客
殿
に
て
練
習

し
て
い
ま
す
。
仏
様
の
言
葉
の
美
し
さ
を
感
じ

な
が
ら
、
楽
し
く
お
唱
え
を
し
て
い
ま
す
。

■
日
東
書
道
会

毎
週
土
曜
日

（
１０
時
～
１２
時
、

１４
時
～
１７

時
）
、
龍
谷
寺
本
堂
客
殿
に
て
練
習
し
て
い
ま

す
。
毎
月
書
泉
に
て
昇
級
有
り
。
講
師
は
、
安
藤

霜
秋
先
生
。

■
芳
桜
会
茶
道
教
室

毎
週
土
曜
日
（
１３
時
～
１７
時
）
、
龍
谷
寺
茶
室

「心
月
庵
」
に
て
表
千
家
の
茶
道
を
学
ん
で
い

ま
す
。
講
師
は
、
表
千
家
盆
点
の
恒
川
裕
子
先
生

で
毎
回
楽
し
く
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

※
各
教
室
と
も
詳
し
く
は
、
龍
谷
寺
８
０
５
６

１
７

●
２

・
０
０
１
２
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

今
年
１
月
９
日

（月

・
祝
）
に
行
わ
れ
る

「大

般
若
祈
祷
」
は
、
大
般
若
経
６
５
０
巻
を
拝
読

し
、
こ
の
お
経
を
め
く
る
時
の
風
に
当
た
る

と
、
１
年
間
無
病
息
災
で
過
む
せ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
日
は
、
龍
谷
寺
で
大
根
炊
き
を
準
備
し

て
い
ま
す
。
大
根
を
食
べ
て
、
胃
腸
を
整
え
、

皆
様
が
１
年
間
健
康
で
過
む
せ
る
よ
う
に
祈
り

ま
す
。
大
勢
の
む
来
寺
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

福 緊 観音

どイ_
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