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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
む

ざ
い
ま
す
。
皆
様
お
揃
い
で
新
年
を

お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

一

年
末
に
は
、
新
年
を
迎
え
る
準
備

に
多
く
の
方
々
が
日
進
桜
楓
霊
苑
に

参
拝
さ
れ
ま
し
た
。
お
墓
に
は
美
し

い
花
が
供
え
ら
れ
、
周
囲
は
よ
い
香

が
漂
う
程
で
し
た
。
旅
立
た
れ
た
方

と
、
今
を
生
き
る
方
と
が
、
こ
の
日

進
桜
楓
霊
苑
で
心
を
通
わ
せ
て
い
ら

れ
る
様
子
は
心
が
な
む
み
ま
す
。

「心
の
余
裕
が
な
く
、
日
々
の
生

活
に
追
わ
れ
て
い
て
も
、
こ
の
日
進

桜
楓
霊
苑
に
来
る
と
、
心
が
落
ち
着

く
」
と
い
う
空

間

に

な

る

よ

う
、
整
備
を
続

け

て

い

き

ま

す
。社

会
が
何
と

な
く
生
き
づ
ら

く
、
色
々
な
問
題
も
多
く
あ
り
ま
す

が
、　
一
人
ひ
と
り
が
日
々
、
「よ
い
種

を
ま
く
」
気
持
ち
で
１
年
を
過
む
し

た
い
も
の
で
す
。

「よ
い
種
」
を
ま
け
ば
、
よ
い
事

が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
う
で
な
い

種
を
ま
け
ば
、
そ
の
連
鎖
が
始
ま
り

ま
す
。

今
年
は
亥
年
で
す
。
亥
は
猪
突
猛

進
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

「勇
気
」
と

「
冒
険
」
の
心
を
持

っ
た
千
支
で

す
。
ま
た
、
猪
の
肉
は
、
万
病
を
防

ぐ
と
い
わ
れ
、
無
病
息
災
の
象
徴
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
年

一
年
が
む
家

族

一
同
、
健
康
で
仲
良
く
過
む
せ
る

よ
う
に
、
心
に
ゆ
と
り
を
持

っ
て
過

む
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

今
、
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
に
感

謝
し
、
常
に
自
分
自
身
の
心
を
振
り

返
り
な
が
ら

一
日
、　
一
日
や
り
残
す

こ
と
な
く
、
納
得
の
い
く
よ
う
な

一

日
を
私
も
皆
さ
ん
も
共
に
歩
ん
で
ま

い
り
ま
し
ょ
う
。

コ

年
隼
の
よ
う
三

生
も

一
え
ヽ
ら

ん
も

一
え
き
り

一
え
の
人
生
だ
か
ら

匈
分
の
た
シ
く
か
せ
よ
う

（詩
人

坂
村
真
民
）

新
年
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

０
ざ
い
ま
す
。
皆
様
に
は
、
穏
や
か

な
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
、
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。
日
む
ろ
は
日
進

桜
楓
霊
苑
を
む
利
用
賜
り
、
誠
に
あ

り
が
と
う
む
ざ
い
ま
す
。
第
四
プ
ロ

ッ
ク
も
、
大
変
む
好
評
を
い
た
だ
い

て
お
り
、
重
ね
て
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

時
代
の
変
化
と
共
に
お
墓
に
対
す

る
考
え
方
や
墓
石
の
使
い
方
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
化
が
出
て
き
て
い
ま

す
。
今
ま
で
の
よ
う
な
和
風
だ
け
で

な
く
、
故
人
や
む
家
族
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
伝
え
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
よ
う

な
使
い
方
を
さ

れ
る
方
も
多
く

な
り
ま
し
た
。

お

一
人
、
ひ
と

り
の
想
い
を
形

に
し
、
そ
の
方

が
生
き
て
き
た

人
生
の
証
や
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
道

じ
る
べ
と
な
る
よ
う
な
お
墓
づ
く
り

を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
日
進
桜
楓
霊
苑
は
、
故
人

と
今
を
生
き
る
人
と
が
快
く
交
流
を

持
て
る
場
と
し
て
、
ま
た
穏
や
か
に

過
む
せ
る
場
所
に
な
る
よ
う
に
整
備

運
営
し
て
ま
い
り
ま
す
。

「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
皆
様
は
ど
ん
な
計

画
を
立
て
ら
れ
た
で
し
ょ
う
か
。
大

徳
寺
住
職
　
尾
関
宗
園
氏
の
詩
は
私

の
座
右
の
銘
で
す
が
、
そ
れ
は

「人

生
と
は
毎
日
が
訓
練
の
場
で
あ
る

失
敗
も
で
き
、
生
き
て
い
る
を
喜
ぶ

訓
練
の
場
で
あ
る
　
今
こ
の
幸
せ
を

喜
ぶ
こ
と
な
く
、
い
つ
ど
こ
で
幸
せ

に
な
れ
る
か
　
こ
の
喜
び
を
も
と
に

全
力
で
勧
め
よ
う
　
私
自
身
の
将
来

は
今
、
こ
の
瞬
間
こ
こ
に
あ
る
　
今

こ
こ
で
頑
張
ら
ず
に
、
い
つ
頑
張

る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
銘
を

心
に
刻
み
、
「知
恵
」
を
磨
き
、
時
に

「勇
気
」
を
持

っ
て
決
断
し
、
皆
様

に

「誠
実
さ
」
を
持

っ
て
接
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

皆
様
に
と
り
ま
し
て
幸
多
き
飛
躍

の
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、
む
祈
念
申

し
上
げ
ま
す
。
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観
晋
巡
礼
の
楽
し
み

年
改
ま
り
、
新
し
い
気
持
ち
で
過
む
そ
う
と

感
じ
て
い
る
皆
様
に

「観
音
巡
礼
の
旅
」
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
「巡
礼
」
と
は
信
仰
を
確
認

し
、
よ
り
深
め
よ
う
と
霊
場
に
旅
す
る
こ
と
を

言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
世
界
に
共
通
す
る
行
動

で
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
、
ラ
マ
教
に
お
い
て
も
同
じ
で
す
。
世
界

の
巡
礼
は
１
つ
の
大
き
な
巡
礼
地
が
あ
り
、
そ

の
中
の
礼
拝
所
に
参
拝
す
る
、
と
い
っ
た
も
の

で
す
が
、
日
本
の
巡
礼
は

一
定
の
地
域
の
な
か

に
あ
る
聖
地
を
限
定
し
て
巡
る
の
が
主
と
な

っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
「西
国
三
十
三

観
音
霊
場
」
や

「
四
国
八
十
八
霊
場
」
と
か
の

宗
教
的
な
意
味
を
持
つ
数
を
い
い
ま
す
。

鸞
騨
伝
説

観
音
巡
礼
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
徳
道
上
人

は
、
『
長
谷
寺
縁
起
』
な
ど
に
よ
り
ま
す
と
、
斎
明

天
皇
２
年
（
６
５
６
）
播
磨
国
揖
保
郡
に
生
ま

れ
、
俗
性
を
辛
矢
田
部
米
麻
呂
と
い
い
ま
し
た
。

ｎ
歳
で
父
、

１９
歳
で
母
を
亡
く
し
、
そ
の
菩
提
を

祈
る
た
め
２‐
歳
の
時
に
大
和
国
初
瀬
の
弘
福
寺

の
道
明
に
つ
い
て
出
家
し
ま
し
た
。
天
平
５
年

（
７
３
２
）
楠
の
霊
木
か
ら
三
丈
三
尺
六
寸
の
十

一
面
観
音
を
刻
み
、
こ
れ
を
本
尊
と
し
て
長
谷

寺
を
開
創
し
ま
し
た
。
そ
の
徳
道
上
人
は
、養
老

２
年
（
７
１
８
年
）
の
あ
る
日
、
病
の
た
め
仮
死

状
態
に
な

っ
た
と
き
、
夢
の
中
で
閣
魔
王
に
会

い
ま
す
。
閻
魔
王
は
「お
ま
え
は
、
ま
だ
死
ぬ
こ

と
を
許
さ
な
い
。
世
の
中
に
は
悩
み
苦
し
む

人
々
が
た
く
さ
ん
い
る
。
そ
の
人
々
を
救
う
た

め
に
３３
カ
所
の
観
音
霊
場
を
作
り
、
人
々
に
巡

礼
を
勧
め
な
さ
い
」
と
い
い
、
起
請
文
と
３３
の
宝

印
を
授
け
ま
し
た
。
上
人
は
仮
死
状
態
か
ら
蘇

り
（黄
泉
が
え
り
）
、
閣
魔
王
か
ら
賜

っ
た
「３３
の

宝
印
」
に
し
た
が

っ
て
３３
の
霊
場
を
設
け
ま
し

た
が
、
世
の
人
の
信
用
を
得
ら
れ
ず
、
巡
礼
は

発
展
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
上
人
は
巡
礼
の
機
が

熟
す
の
を
待
つ
た
め
、
そ
の
宝
印
を
撮
津
の
中

山
寺
の
石
櫃
に
納
め
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

徳
道
上
人
の
晩
年
は
長
谷
寺
門
前
町
の
法
起

院
に
隠
棲
し
、

８０
歳
で
松
の
木
の
上
か
ら
法
起

菩
薩
と
化
し
て
去

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
法
起
院
は
西
国
番
外
礼
所
に
な

っ
て
お

り
、
徳
道
上
人
を
本
尊
と
す
る
本
堂
、
廟
所
と

さ
れ
る
十
二
重
石
塔
、
沓
脱
ぎ
の
石
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
現
在
で
も
、
法
起
院
に
残
る

「沓
脱

ぎ
石
」
に
は
、
触
れ
る
と
願
い
事
が
叶
う
と
い

う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

途
絶
え
て
い
た
観
音
巡
礼
が
約
２
７
０
年

後
、
花
山
法
皇
に
よ

っ
て
再
興
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

Ｌ
織
＝
ギ

法
皇

■
熱
ヽ

花
山
法
皇
は
、
冷
泉
天
皇
の
第

一
皇
子
と
し

て
安
和
元
年
（
９
６
８
）
に
生
ま
れ
、
永
観
２
年

（９
８
４
）
１７
歳
で
円
融
天
皇
よ
り
帝
位
を
譲
ら

れ
、
第
６５
代
花
山
天
皇
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
最
愛
の
弘
徽
殿
女
御
（藤
原
伊
伊
の
娘
）

の
死
に
よ
り
無
常
を
悟
り
元
慶
寺
に
お
い
て
落

飾
さ
れ
、
在
位
わ
ず
か
２
年
で
皇
位
を
退
き
、
寛

和
２
年

（
９
８
６
）
‐９
歳
の
若
さ
で
法
皇
と
な

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
後
、
比
叡
山
で
修
行

し
、
書
篤
山
の
性
空
上
人
、
河
内
石
川
寺
の
仏

眼
上
人
、
中
山
寺
の
弁
光
上
人
等
を
伴

っ
て
、

那
智
山
に
お
い
て
修
行
し
、
西
国
観
音
霊
場
を

巡
拝
さ
れ
、
観
音
巡
礼
を
再
興
さ
れ
ま
し
た
。

晩
年
は
、
摂
津
国
花
山
院
（
兵
庫
県
三
田
市
）

に
住
ま
わ
れ
、
寛
弘
５
年
（
１
０
０
８
）
、
４
１

歳
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。
花
山
院
に

は
、
御
廟
と
称
す
る
宝
筐
印
塔
が
あ
り
ま
す
。

難
社
の
歴
史

資
料
に
よ
れ
ば
、
本
格
的
な
巡
礼
と
し
て
は
、

園
城
寺
の
僧
行
尊
に
よ
る
近
畿
地
方
に
お
け
る

「観
音
霊
場
二
十
二
所
巡
礼
記
」
が
最
初
で
す
。

行
尊
の
巡
礼
は
寛
治
４
年

（
１
０
９
０
）
の

こ
ろ
と
さ
れ
て
お
り
、
第

一
番
長
谷
寺
か
ら
始

ま
り
第
二
十
三
番
千
手
堂

（
三
室
戸
寺
）
ま
で

で
し
た
。
そ
の
後
、
三
井
寺
の
覚
忠
が
巡
り
、

番
付
は
異
な
り
ま
す
が
所
属
寺
院
は
現
行
と
同

じ
で
し
た
。
こ
の
巡
礼
で
は
第

一
番
が
那
智
山

で
第
三
十
三
番
は
三
室
戸
寺
と
な

っ
て
い
ま

す
。
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
、
伊
勢
神
宮
参

拝
や
熊
野
三
山
参
拝
な
ど
と
結
び
つ
い
て
盛
ん

に
な

っ
て
い
き
ま
し
た
。

近
畿
地
方
に
続
い
て
、
関
東
地
方
の
坂
東
三

十
三
所
が
開
創
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
近
畿
地
方

の
観
音
巡
礼
は

「西
国
」
の
文
字
が
冠
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
室
町
時
代
に
は
秩
父
巡
礼
も
開

創
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
西
国
、
坂
東
と
合

わ
せ
て
日
本
百
観
音
が
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
今

日
ま
で
に
、
６
０
０
コ
ー
ス
以
上
が
全
国
各
地

に
開
創
さ
れ
、
な
か
に
は
、
北
海
道
三
十
三
観

音
霊
場
や
粕
尾
三
十
二
番

（栃
木
県
）
な
ど
、

西
国
三
十
三
カ
所
の
本
尊
像
を
各
札
所
寺
院
に

配
し
た
ケ
ー
ス
な
ど
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
は
、
札
所
本
尊
を
安
置
す
る
堂
宇

の
柱
な
ど
に
、
木
製
か
金
属
製
の
納
札
を
打
ち

つ
け
た
事
か
ら
、
札
所
寺
院
に
参
拝
す
る
事
を

「打
つ
」
と
い
い
ま
す
。
現
在
で
は
、
紙
製
の

納
札
を
納
札
箱
に
納
め
ま
す
が
、
札
所
参
拝

は
、
打
つ
と
表
現
し
ま
す
。
そ
の
札
所
を
打

っ

た
証
と
し
て
、
朱
印
帳
（納
経
帳
）
。
納
経
軸

・

笈
摺

・
色
紙
等
に
受
け
る
朱
印
の
事
を
御
朱
印

と
い
い
ま
す
。
納
経
印

・
宝
印
と
も
い
い
ま
す
。

榊
攀
印糠

韓
輔

論

鍼 や
―
‐

徳
道
上
人
が
冥
府
で
閻
魔
王
か
ら
授
か
っ
た

三
十
三
所
の
宝
印
が
起
源
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。　
一
般
に
三
つ
の
印
で
構
成
さ
れ
、
右
上
に

札
所
番
付
の
札
所
印
、
中
央
に
札
所
本
尊
の
梵

字
を
刻
ん
だ
本
尊
印
、
左
下
に
札
所
名
の
寺
院

印
が
押
さ
れ
、
本
尊
名
な
ど
が
墨
書
さ
れ
ま

す
。御

朱
印
は
札
所
本
尊
の
分
身
と
さ
れ
て
い
ま

す
。西

国
三
十
三
観
音
、
坂
東
三
十
三
観
音
、
秩

父
二
十
四
観
音
な
ど
の
寺
は
、
大
き
な
寺
も
あ

れ
ば
、
無
住
の
小
さ
な
寺
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
寺
に
歴
史
が
あ
り
、
訪
れ
た
人
の
心
に

「何
か
」
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
心
の
よ

り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
現
代
人
に
と

っ
て
、
古
く

か
ら
行
わ
れ
た
観
音
巡
礼
の
旅
は
、
単
に
楽
し

さ
や
お
い
し
い
味
を
体
験
す
る
だ
け
で
な
く
、

旅
を
し
た
人
の
心
を
和
ま
せ
、
人
と
人
と
が
仏

様
を
介
し
て
、
共
に
交
流
を
も
つ
こ
と
の
で
き

る
旅
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
龍
谷
寺
は
、
城
東
西
国
三
十
三
観
音

の
二
番
札
所
に
な

っ
て
い
ま
す
。

お
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
朱
印
を
承

り
ま
す
。

西 国 三 十 三 所 第 二 番 札 所

城 東三十三観音 二番札所



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
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
主
を
務
め
ま
し
た
。

す
で
に
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
好
評
受
付
中
で
す
。
ぜ
ひ

一
度
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

一彗
菱
３
一黍
擁
議
辱
一

お
墓
の
石
に
多
く
使
用
さ
れ
る
の

が
花
商
岩
で
す
。

花
商
岩
は
、
約
２
億
年
～
６
千
万

年
前
頃
に
マ
グ
マ
が
固
結
し
て
出
来

た
と
推
定
さ
れ
、
地
球
上
で
、
最
も

分
布
面
積
の
広
い
深
成
岩
で
す
。　
一

般
的
に
は
粒
が
粗
く
組
織
に
方
向
性

が
な
く
、
色
調
は
白
色

・
淡
紅
色

・

淡
灰
色
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
御
影
石
（み
か
げ
石
）

の
語
源
は
、
兵
庫
県
東
灘
区
御
影
町

地
区
で
産
出
さ
れ
た
花
同
岩
を
地
域

の
名
称
に
ち
な
ん
で

『
み
か
げ
石
』

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ト
ル
マ
リ
ン

（電
気
石
と
も
い
わ

れ
ま
す
）

※
な
ぜ
電
気
石
な
の
？

加
熱
し
た
り
摩
擦
し
た
り
す
る
と

静
電
気
が
起
き
る
の
で
電
気
石
と
言

わ
れ
ま
す
。
オ
パ
ー
ル
と
共
に
、

１０

月
の
誕
生
石
と
し
て
も
珍
重
さ
れ
て

い
ま
す
。
１
９
９
０
年
代
に
入

っ
て

ト
ル
マ
リ
ン
が
大
変
健
康
に
良
い
と

言
う
こ
と
が
着
目
さ
れ
ま
し
た
。

※
何
か
い
い
効
果
あ
る
の
で
す
か
？

ト
ル
マ
リ
ン
原
石
は
飲
料
水
を
美

味
し
く
し
た
り
、
お
風
呂
に
入
れ
る

と
お
肌
が
ス
ベ
ス
ベ
に
な

っ
た
り
植

木
の
寿
命
が
長
持
ち
し
た
り
様
々
な

効
果
が
あ
る
よ
う
で
す
。

特
に
、
ト
ル
マ
リ
ン
で
作

っ
た
コ

ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
や
ぐ
い
飲
み
で
飲
ま

れ
る
と
更
に
美
味
し
く
な
る
そ
う
で

す
よ
。

※
産
地
は
ど
こ
で
す
か
？

ブ
ラ
ジ
ル

・
ア
メ
リ
カ

・
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
等
で
日
本
国
内
で
は
、
福

島
県
で
す
。

で
は
次
回
は
ま
た
珍
し
い
石
を
む

紹
介
し
ま
す
。

― 撻 洗いセットを販売一
日進桜楓霊苑 では、「お墓洗 いセ ット」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 、使禾U

なセ ットです。980円
(税込 み )。 予約要。

現地販売所 で販売。

お う  3、 う

薇楓壼え
塀場需

内所
鱚 』器 肥 履蛹5曹鳳薩冒にD
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龍
谷
寺
の
鐘
楼
は
、
第
二
次
世
界

大
戦
中
に
供
出
し
て
し
ま
い
、
長
い

間
鐘
楼
の
な
い
時
が
続
き
ま
し
た
。

昭
和
６０
年
に
龍
谷
二
十
六
世
成
田

芳
髄
大
和
尚
は
、
山
客
整
備
事
業
を

発
願
し
、
そ
の

一
環
と
し
て
鐘
楼
を

整
備
し
、
山
門
を
二
層
に
し
て
鐘
楼

門
と
し
ま
し
た
。

鐘
楼
門
の
二
層
か
ら
は
、
広
く
日

進
市
内
を
見
お
ろ
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
鐘
楼
門
の
天
丼
に
は
、
龍
谷
三

十
六
世
成
田
芳
髄
大
和
尚
の
書
、
「延

命
十
句
観
音
経
」
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。こ

の
鐘
を
聞
く
こ
と
で
、
多
く
の

人
の
心
に
や
す
ら
ぎ
を
感
じ
る
よ
う

に
願

っ
て
作
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
正
門
に
は

「那
羅
延

（ま
ら

え
ん
）
金
剛
力
士
」
と

「密
逃

（
み

つ
し
ゃ
く
）
金
剛
力
士
」
の
仁
王
様

が
鎮
座
さ
れ
て
い
ま
す
。
入
回
の
山

号
額
と
廉
は
龍
谷
寺
檀
家
萩
野
昭
夫

氏
に
よ

っ
て
寄
賜
さ
れ
ま
し
た
。
廉

に
は

「
信
を
求
め
て
こ
の
門
に
入

る
Ｌ
心
安
ん
じ
て
こ
の
門
を
出
る
」

と
の
龍
谷
二
十
六
世
成
田
芳
髄
大
和

尚
の
書
が
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。　
一
度

山
門
を
ゆ

つ
く
り
む
覧
く
だ
さ
い
。

狂

楼

曇
彗

龍

谷

寺

年

間

予

定

轟
華

【平
成
１８
年
】

‐２
月
３‐
日
（土
）

除
夜
の
鐘
　
打
鐘

２３
時
３０
分
受
付
開
始
　
甘
酒
の

ふ
る
ま
い
が
あ
り
ま
す
。
打
鐘
の

方
に
は
幸
運
だ
る
ま
進
呈
。
お
守

り
、
絵
馬
も
あ
り
ま
す
。

【平
成
１９
年
】

１
月
１
日
（
日
）

元
旦
祈
祷

１
月
８
日
（月
祝
）

大
般
若
祈
祷

２
月
１５
日
（木
）

涅
槃
会

お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に
な

っ
た
日
。
２
月
の
初
め
か
ら
龍
谷

寺
の
寺
宝

「涅
槃
図
」
（江
戸
時
代

作
）
を
本
堂
で
公
開
し
ま
す
。
ど

う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

３
月
２‐
日
（火
）

春
彼
岸
会

４
月
１
日
（日
）

第
９
回
芳
桜
茶
会

桜
の
下
で

一
服
の
お
茶
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。
３
月
１
日
よ
り

お
茶
券
を
準
備
し
ま
す
。
煎
茶
、

薄
茶
２
服
で
５
０
０
円
。
こ
希
望

の
方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
煎

茶
席
　
山
添
京
山
社
中
、
薄
茶
席

龍
谷
寺
芳
桜
会
社
中

８
月
１５
日
（
水
）

盆
大
施
餓
鬼
会
。

９
時
か
ら
初
盆
供
養
、

１０
時
か

ら
盆
供
養

/f

●
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
　
⑭
旧
玄
関
　
⑮
日
東
保
育
園
園
舎

_――r i

日
時
　
平
成
１９
年
１
月
８
日

（祝
）
１０
時
～

龍
谷
寺
寺
宝
の
大
般
若
経
六
百
五
十
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
こ
せ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
今
年
は
、
大
般
若
祈
祷
の
後
、
中

国
琵
琶
奏
者
除
善
祥

（と

。
ぜ
ん
し
ょ
う
）
氏

に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す
。
１
年
の

健
康
を
祈

っ
て
頂
く
恒
例
の

「大
根
炊
き
」
も

こ
用
意
い
た
し
ま
す
。
皆
様
の
む
来
寺
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

除
善
祥

（と

・
ぜ
ん
し
ょ
う
）
氏
略
歴

中
国
上
海
音
楽
学
院
卒
業
後
、
東
京
藝
術
大
学

大
学
院
修
士
課
程
終
了
。
中
国
各
地
で
コ
ン
サ

ー
ト
を
開
催
、
多
数
の
受
賞
歴
を
持
つ

一
級
演

奏
家
。
１
９
８
９
年
来
日
し
、
国
内
各
地
は
も

と
よ
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ

リ
カ
な
ど
で
演
奏
活
動
を
行
う
。
愛

。
地
球
博

中
国
館
音
楽
顧
間
等
歴
任

今
年
も
桜
の
下
で

一
服
の
お
茶
を
お
楽
し
み

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
日
時
　
平
成
１９
年
４
月
１
日

（
日
）
午
前
１０

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

今
年
か
ら
１
日
か
け
て
開
催
し
ま
す

■
場
所
　
龍
谷
寺
境
内
に
て

■
販
売
　
３
月
初
旬
よ
り
茶
券

（
２
席
５
０
０

円
）
を
準
備
い
た
し
ま
す
。
む
希
望

の
方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

そうび社株 式

会 社
互助会会員の方も姜むしてご相談下さい

面0120‐7712‐49
日進市米野木町柿ノ木前26
80561‐72‐ 1169
事 業 部 8052‐802‐7712
長久手店 80561‐62¨8287
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