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今
年
も
お

盆
が
や

っ
て
き
ま
し

た
。
亡
き
人
の
御
霊
に
あ
え
る
年
に

一
度
の
時
で
す
。
初
盆
の
方
は
、
よ

り

一
層
想
い
が
深
い
と
思
い
ま
す
。

お
盆
の
行
事
は
、
日
本
文
化
の
基

本
で
す
。
日
頃
忙
し
く
過
０
し
て
い

る
私
た
ち
が
、
お
盆
に
家
族
や
親
戚

と
顔
を
合
わ
せ
、
ひ
と
時
ゆ

っ
た
り

と
し
た
時
間
の
中
に
身
を
お
き
、
自

分

の
生
命
の
流
れ
に
気
づ
く
時
で

す
。
ま
た
、
彼
方

へ
旅
立
た
れ
た
方

の
心
を
お
仏
壇
に
お
迎
え
し
、
お
盆

の
間
共
に
過
む
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

西
洋
文
化
に
は
な
い
素
晴
ら
し
い
日

本
の
伝
統
文
化
で
す
。
現
代
の
生
活

が
西
洋
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
た

ち
の
心
に
は
、
し

っ
か
り
と
日
本
人

と
し
て
の
遺
伝
子
が
流
れ
て
い
る
の

で
す
。「眼

に
み
え
な
い
も
の
を
見
る
」

と
い
う
素
晴
ら
し
い
内
画
の
深
さ

は
、
日
本
文
化
な
ら
で
は
の
も
の
で

す
。
日
本
文
化
の
衰
退
が
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
も
う

一
度
、
本
来
あ
る

べ
き

「美
し
い
国
日
本
」
を
再
認
識

し
、
大
切
に
守

っ
て
い
き
た
い
も
の

で
す
。

今
年
も
猛
暑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

日
進
桜
楓
霊
園
に
む
縁
を
頂
い
た
皆

様
、
ど
う
ぞ
く
れ
ぐ
れ
も
お
体
に
気

を
つ
け
て
お
過
む
し
く
だ
さ
い
。

(1)第 9号

今
年
も
お
盆
の
季
節
が
や

っ
て
き

ま
し
た
。
お
盆
の
供
養
に
は
、
「仏
さ

ま
を
敬
う
「
こ
先
祖
さ
ま
を
尊
ぶ
」

と
い
う
意
味
が
あ
り
、
む
先
祖
さ
ま

や
亡
く
な

っ
た
人
の
た
め
の
供
養

と
、
「お
世
話
に
な

っ
た
す
べ
て
の
人

や
も
の
に
感
謝
す
る
」
、
つ
ま
り
生
き

寛

て
い
る
父
母
や
親
族
な
ど
や
も
の
ヘ

の
供
養
を
言
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
直
弟
子

の

一
人
、
目
連
尊
者

（も
く
れ
ん
そ

ん
じ
ゃ
）
の
亡
く
な
ら
れ
た
母
親
が

餓
鬼
道
に
堕
ち
、
孟
蘭
盆
会

（う
ら

ぼ
ん
え
＝
手
足
を
縛
ら
れ
て
逆
さ
ま

に
吊
る
さ
れ
る
ほ
ど
苦
し
ん
で
い

る
）
な
の
を
知
り
、
母
親
の
供
養
法
会

（く
よ
う
ほ
う
え
）
を
す
る
こ
と
で
、

餓
鬼
道
の
苦
を
逃
れ
て
無
事
成
仏
で

き
た
と
か
。
こ
の
故
事
が
孟
蘭
盆
会

の
始
ま
り
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
う

一
つ
は
、
こ
の
供
養
に
よ

っ

龍
谷
寺
で
は
、
皆
さ
ま
方
か

ら
の
法
事
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。新

年
に
は
本
堂
に
そ
の
年
の

年
忌
に
当
た
る
仏
様
の
戒
名
を

張
り
出
し
て
あ
り
ま
す
。

年
忌
に
当
た
ら
れ
て
い
る
各

家
の
方
々
は
、
で
き
る
だ
け
新

年
三
ヶ
日
に
寺
を
参
り
、
法
事

の
受
付
を
済
ま
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

土
日
に
皆
さ
ま
の
む
希
望
が

多
い
た
め
、
日
程
の
調
整
が
難

し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

ぜ
ひ
、
新
年
早
め
に
そ
の
年

の
年
忌
の
お
申
し
込
み
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
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本

て
、
父
母
の
寿
命
を
延
ば
し
、
い
っ

さ
い
の
苦
悩
を
除
く
と
さ
れ
ま
す
。

お
盆
は
家
の
す
み
ず
み
ま
で
清
め
て

身
を
整
え
、
こ
先
祖
さ
ま
や
亡
き
人

の
霊
を
迎
え
、
お
客
様
に
接
す
る
よ

う
に
て
い
過
い
に
も
て
な
し
、
父
母

の
長
寿
を
願
い
、
と
も
に
祝
い
、
祈

る
供
養
の
行
事
で
す
。

ま
た
、
お
墓
は
む
先
祖
さ
ま
の
供

養
を
通
し
て
、
生
き
て
い
る
人
た
ち

が
幸
せ
を
祈
り
、
今
あ
る
命
を
見
つ

め
直
し
、
″
い
の
ち
″
に
め
ざ
め
さ
せ

て
い
た
だ
く
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

ぜ
ひ
、
何
世
代
も
伝
わ

っ
て
き
た
お

盆
と
い
う
慣
習
を
次
世
代
の
子
ど
も

た
ち
に
も
伝
え
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
お
子
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
、
親
族

む

一
緒
に
む
先
祖
さ
ま
の
お
墓
参
り

に
お
出
か
け
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
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晋
巡
礼
の
楽
し
み

そ
の
②

「巡
礼
と
は
、
自
分
の
中
に
仏
を
見
つ
け
る

た
び
で
あ
る
」
と
宗
教
評
論
家
の
ひ
ろ
さ
ち
や

先
生
は
、
言

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
言
葉
の
元
に
な

っ
た
の
は
聖
徳
太
子
が

常
日
頃
、
口
癖
の
よ
う
に
お

っ
し
ゃ

っ
た

「世

間
虚
仮
唯
仏
是
真

（
せ
け
ん
０
け
ゆ
い
ぶ

つ
ぜ

し
ん
と
と
い
う
言
葉
で
す
。
私
た
ち
は
、
ふ
だ

ん

「世
間
の
物
差
し
」
を
当
て
て
物
を
見
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
美
醜
、
優
劣
、
善
悪
な
ど
の

基
準
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
時
代
の
価
値
観

で
ク
ル
ク
ル
変
わ
り
ま
す
。
き
の
う
ま
で
い
い

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
突
然
悪
く
な

っ
た
り

し
ま
す
。
名
世
間
の
物
差
し
」
は
、
ち
ゃ
ら
ん

ぽ
ら
ん
だ
か
ら
、
そ
ん
な
も
の
は
絶
対
視
し
て

は
い
け
ま
せ
ん
よ
″
と
い
う
の
が

「
世
間
虚

仮
」
。
世
間
イ

コ
ー
ル
人
間
で
す
か
ら
「人
間
の

物
差
し
」
と
言

っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。

た
と
え
ば
、
学
校
は
、
子
ど
も
を
勉
強
が
よ

く
で
き
る
子
、
で
き
な
い
子
に
分
け
て

い
ま

す
。
本
当
は
ど
の
子
も
す
べ
て
素
晴
ら
し
い
仏

の
子
な
の
に
、
点
数
と
い
う
人
間
の
尺
度
で
差

を
つ
け
て
い
ま
す
。
人
間
に
そ
ん
な
権
利
は
あ

り
ま
せ
ん
。　
一
歩
引

と
考
え
て

「仏
さ
ま
の
物
差
し
を
持
と
う
」
と

い
う
の
が
、
「唯
物
是
真
」
″
あ
る
が
ま
ま
を
無

条
件
で
肯
定
す
る
″
と
い
う
目
盛
り
の
な
い
、

計
ら
な
い
物
差
し
で
す
。

競
争
原
理
や
効
率
優
先
、
お
金
が
す
べ
て
と

い

っ
た
考
え
方
で
は
な
く
、
い
ま
あ
る
あ
な
た

自
身
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
す

か
ら
、
日
常
生
活
の
中
で
こ
び
り

つ
い
た
諸
々

を
捨
て
に
行
く
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
巡
礼
と

い
う

「旅
」
が
ク

ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
て
く
る

わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
観
音
巡
礼
は
、
日
常
生
活
を
離

れ
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
に
気
づ
き
、
受
け
入

れ
る
心
の
旅
と
言
え
る
で
し

ょ
う
。
こ
れ
は
体

暇
で
行
く
旅
と
は
異
な
り
ま
す
。

昔
は
、
寺
か
ら
寺

へ
と
歩
い
て
お
参
り
を
す

る
わ
け
で
す
か
ら
、
足
を
鍛
え
、
体
を
鍛
え
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
土
地
の
景
色
を
眺
め
、
名

物
を
食
し
、
多
く
の
人
々
と
の
出
会
い
の
な
か

で
、
心
身
を
い
や
し
て
い
く
事
が
で
き
ま
す
。

ひ
ろ
さ
ち
や
先
生
は
、
「仏
教
」
と
い
う
２
文

字
か
ら
３
つ
の
考
え
方
が
定
義
で
き
る
と
お

っ

し
ゃ

っ
て
い
ま
す
。
１
つ
は
文
字
通
り

「仏
の

教
え
」
、
２
つ
目
が
「仏
に
な
る
た
め
の
教
え
」
、

３
つ
目
が

「仏
を
真
似
て
生
き
る
教
え
」
と
言

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

観
音
巡
礼
は
、
３
番
目
の
考
え
方
を
実
践
す

る
こ
と
で
す
。
仏
に
な

っ
て
目
覚
め
、
仏
を
真

似
て
１
日
を
過
む
す
。
日
々
積
み
重
ね
て
い
く

と
、
「仏
さ
ま
の
物
差
し
」
で
物
事
を
捉
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
観
音
巡
礼
が
も

た
ら
す
効
果
の
１
つ
で
す
。

観
音
巡
礼
は
、
修
行
の
旅
で
す
。
修
行
と
い

う
と
、
つ
い
つ
い
歯
を
食
い
し
ば

っ
て
努
力
す

る
、
あ
る
い
は
自
分
の
限
界
に
挑
戦
す
る
と
い

う
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る
と
思
い
ま

す
。
で
も
修
行
の
基
本
は
た

っ
た
２
つ
だ
け
で

す
。１

つ
は
礼
拝
行
。
合
掌
す
る
こ
と
で
す
。
ど

ん
な
も
の
も
す
べ
て
敬
う
。
山
川
草
木
悉
皆
成

仏

（
さ
ん
せ
ん
そ
う
も
く
し
つ
か
い
じ

ょ
う
ぶ

つ
）
。
ど
ん
な
も
の
の
中
に
も
仏
さ
ま
が
い
ら

っ

し
ゃ
る
、
そ
う
い
う
気
持
を
持

っ
て
手
を
合
わ

せ
る
こ
と
で
す
。

も
う
１
つ
は
、
布
施
行
で
す
。
相
手
に
喜
ん

で
い
た
だ
き
、
喜
ん
で
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感

謝
す
る
の
で
す
。
自
然
と
手
が
合
わ
さ
り
ま

す
。
す
る
と
両

の
掌
か
ら
温
も
り
が
感
じ
ら

れ
、
自
分
も
命
あ
る
者
、
小
さ
な
仏
の
１
人
だ

と
気
づ
く
の
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
修
行
は
１
日
１０
ま
で
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の

人
の
加
減
で
、
で

き
る
だ
け
で
よ
い

の
で
す
。
お
寺
で

む
接
待
に
出
さ
れ

た
お
茶
を
飲
み
な

が
ら
ゆ

っ
く
り
休

ん
で
、
む
住
職
と

の
会
話
を
楽
し
む
。
お
参
り
を
し
、
む
朱
印
を

い
た
だ
き
、
そ
し
て
温
泉
な
ど
に
入
る
。
そ
の

す
べ
て
が
仏
さ
ま
の
導
き
で
、
観
音
巡
礼
の
札

所
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
未
知
、
風
景
、
行
き
交
う

人
々
が

「ま
ん
だ
ら
世
界
」
を
構
成
し
て
い
ま

す
。サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で

「
マ
ン
ダ
」
は
、
「本

質
」
を
意
味
し
、
「ラ
」
は
「持

っ
て
い
る
も
の
」

と
訳
さ
れ
ま
す
。
仏
教
で
本
質
と
は
、
い
う
ま

で
も
な
く

「仏
の
こ
こ
ろ
」
で
す
。
仏
の
こ
こ

ろ
を
持

っ
た
者
の
集
ま
り
が
「
マ
ン
ダ
ラ
」
で
、

実
は
す
べ
て
の
生
き
物
が
仏
の
心
を
持

っ
た
存

在
な
の
で
す
。

人
間
も
、
牛
や
馬
も
、
犬
も
猫
も
、
草
花
や

樹
木
、
蚊
や

ハ
エ
も
仏
様
の
縁

（え
に
し

。
意

思
）
に
よ

っ
て
そ
の
生
死
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ

れ
て
い
ま
す
、
必
然
の
命
が
集
ま

っ
て
、
こ
の

宇
宙
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

観
音
巡
礼
は
、
仏
さ
ま
の
宇
宙
に
飛
び
込
ん

で
い
く
旅
。
大
い
に
非
日
常
を
愉
し
み
、
あ
る

が
ま
ま
の
自
分
＝
自
分
の
な
か
に
あ
る

「仏
」

を
見
つ
け
ら
れ
ま
す

よ
う
に
。

龍
谷
寺
で
は
、
今

か
ら
２０
余
年
前
、
坂

東
西
国
秩
父
百
観
音

の
旅
を
円
成
い
た
し

ま
し
た
。

そ
の
時
に
頂
い
た

朱
印
帖
は
、
現
在
龍
谷
寺
観
音
堂
に
奉
納
し
て

あ
り
ま
す
。　
一
度
お
参
り
く
だ
さ
い
。

Ｉ
Ｊ
Ｒ
東
海
「ひ
と
と
き
」
５
月
号
よ
り
抜
粋
―

※
西
国
二
十
三
カ
所
観
音

数
多
い
観
音
巡
礼
の
な
か
で
も
最
も
歴
史
が

古
く
、
奈
良
時
代

（
８
世
紀
初
め
）
に
大
和
長

谷
寺
の
徳
道
上
人

（と
く
ど
う
し
ょ
う
に
ん
）

に
よ

っ
て
創
設
さ
れ
、

１０
世
紀
末
に
花
山
法
王

が
再
興
し
た
と
い
う
伝
説
も
あ
り
ま
す
。
実
際

に
は
平
安
時
代
に
１２
世
紀
む
ろ
に
確
立
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
坂
東
三
十
三
カ
所
観
音

鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
源
頼
朝
が
観
音
信
仰
の

あ
つ
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
御
家
人
た
ち
を
通

じ
、
関
東
に
観
音
信
仰
が
広
ま
り
ま
し
た
。
坂

東
札
所
は
、
平
家
追
討
の
折
、
西
国
札
所
の
荘

厳
さ
に
触
れ
た
関
東
武
士
た
ち
の
憧
れ
か
ら
設

け
ら
れ
、

１３
世
紀
の
初
め
に
確
立
し
た
と
い
わ

れ
ま
す
。

※
秩
父
三
十
四
カ
所
観
音

室
町
時
代

（
１５
世
紀
）
に
成
立
し
た
と
言
わ

れ
、
は
じ
め
は
三
十
三
カ
所
で
あ

っ
た
の
が
、

後
に
１
カ
所
加
え
ら
れ
、
坂
東
三
十
三
カ
所
、

西
国
三
十
三
カ
所
と
合
わ
せ
て
、
日
本
百
観
音

霊
場
が
成
立
し
ま
し
た
。
秩
父
と
い
う
１
地
方

の
小
規
模
な
巡
礼
コ
ー
ス
な
の
で
、
格
式
高
い

大
寺
は
な
い
が
、
地
方
霊
場
な
ら
で
は
の
素
朴

な
趣
が
あ
り
ま
す
。

父二 十 三観 音 納経 軸

坂東三十三観音納経軸



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
剰
。
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
プ
ロ

ッ
ク
」
も
好
評
受
付
中
で
す
。
ぜ
ひ

一
度
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

二
雀
瑳
屁
辱

当
霊
苑
で
は
毎
年
、
お
盆

。
お
彼

岸
に
限

っ
て
、
お
花
の
注
文
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

こ
予
約

の
上

、

こ
利
用
く
だ
さ

い
。日

闇

日

―‐

□

平
成
１９
年
８
月
１２
日

（
日
）
～
１５

日

（
水
）

国

日

―‐

―‐

□

２
、
０
０
０
円

（税
込
み
）
。
こ
の

中
に
は
、
花

一
対
、
線
香
、
ろ
う
そ

く
、
マ
ッ
チ
が
含
ま
れ
ま
す
。
お
参

り
の
前
日
、
午
前
中
ま
で
に
お
申
し

込
み
下
さ
い
。

日

目

日

―‐

□

同

園

目

目

凶

８
０
５
６
１

（
７
２
）
５
４
５
４

昨
年
の
イ
メ
ー
ジ

― お墓洗いセットを販売一
日進桜楓霊苑 では、「お墓洗 いセ ツト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。

総 騨

価格はデザインや墓石の色で異なります。

,000円

辟
踪

,000円

「

お う  `、 う

薇楓
現地案内所
フリーダイヤル

〒470-0102日 進市藤島町寺下甲29番地

(受付時間1午前9130～ 午後4:30/定休日:毎週水曜日)

壼え 画面0120・54
●0561口 72・5454

54・31塚口迄



山
門
の
両
側
に
立

っ
て
い
る
仁

王
様
は
、
右
側
が
那
羅
延

（ま
ら
え

ん
）
金
剛
力
士
、
左
側
が
密
逃
金
剛

力
士
と
言
い
ま
す
。
昭
和
６０
年
の
山

容
整
備
事
業
の

一
環
と
し
て
建
立
さ

れ
ま
し
た
。

仁
王
様
は
、
お
釈
迦
様
と
伽
藍
の

守
護
神
で
す
。
門
衛
の
よ
う
に
２
体

置
か
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
二
王
と
も

書
き
ま
す
。
通
常
右
が
口
を
開
け
た

阿
形

（あ
ぎ
ょ
う
）
像
、
左
が
口
を

縮
め
た
昨
形

（う
ん
ぎ
ょ
う
）
像
で

す
。
阿
昨
の
阿
は
、
口
を
開
く
と
き

最
初
に
出
て
く
る
音
で
始
ま
り
を
表

わ
し
、
昨
は
口
を
閉
じ
た
最
後
で
終

わ
り
を
表
わ
し
ま
す
。

こ
の
二
字
で
、
す
べ
て
の
事
柄
の
成

り
立
ち
を
集
約
す
る
考
え
方
で
す
。

仁
王
様
が
常
に
こ
の
寺
を
守
護
し
て

く
れ
て
い
ま
す
。

薫
彗

龍

谷

寺

年

間

予

定

轟
轟

【平
成
１９
年
】

８
月
１５
日

（水
）

。
盆
大
施
餓
鬼
会
　
１０
時

初
盆
供
養
は
９
時
集
合

９
月
２３
日

（日

・
祝
）

。
秋
の
彼
岸
施
餓
鬼
会
　
秋
分
の

日

‐２
月
３‐
日

（月
）

・
除
夜
の
鐘
打
鐘
　
２３
時
３０
分
か

ら
受
付
。
甘
酒
振
る
舞
い

打
鐘
の
方
に
は
幸
福
だ
る
ま
進

呈
。
お
守
り

。
絵
馬
も
あ
り
ま
す

【
平

成

２０
年

】

１
月
１
日

（火

。
祝
）
２
日

（
水
）

３
日

（木
）

・
元
旦
祈
祷
　
新
年
あ
い
さ
つ
法

事
受
付

１
月
１４
日

（月

・
祝
）

。
大
般
若
祈
祷

龍
谷
寺
の
大
般
若
経
６
０
０
巻

の
虫
干
し
の
た
め
、
こ
の
時
期
に

教
本
に
風
を
あ
て
ま
す
。
こ
の
風

に
あ
た
る
と
無
病
息
災
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
日
、
寺
で
は
大

根
と
結
び
昆
布
を
炊
き
、
皆
様
に

振
る
舞
い
、　
一
年
の
無
病
息
災
を

祈
り
ま
す
。
皆
様
の
む
参
拝
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

２
月
１５
日

（金
）

・
涅
槃
会

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
こ
ろ
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
　
０
戦
没
者
の
お
墓

⑬
庫
裏
　
０
旧
玄
関
　
⑮
日
東
保
育
園
園
舎

ド
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
に
阿
陪
騨

Ｍ

∩
目
圏
∪

艤
バ
ザ
ー
の
お
知
ら
せ
漑

今
年
も
恒
例
の
日
東
保
育
園
父
母
の
会
に
よ

る
バ
ザ
ー
を
次
の
よ
う
に
行
い
ま
す
。
当
日

は
、
掘
り
出
し
物
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
、
ま

た
、
手
作
り
品
や
お
い
し
く
体
に
や
さ
し
い
食

品
も
そ
ろ
え
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
越
し
く
だ

さ
い
。

■
日
時
　
平
成
１９
年
１０
月
２７
日

（土
）
１０
時
か

ら

■
場
所
　
日
東
保
育
園

（日
進
市
藤
島
町
寺
下

乙
２９

。
桜
楓
霊
園
隣
）

バ
ザ
ー
用
の
品
物
を
募
集
中
。
不
用
品

な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

８
０
５
６
１

⌒
７
２
）
０
４
５
９

■
写
経
会

今
年
９
月
か
ら
月
１
回
写
経
会
を
行
い
ま

す
。
心
を
落
ち
着
け
て
、
お
経
に
親
し
み
ま
し

ょ
う
。
９
月
２‐
日

（金
）

。
１０
月
１９
日

（金
）

Ｈ
月
１
６
日

（金
）
１２
月
１４
日

（金
）
。
時
間
は

‐３
時
３０
分
～
１５
時
。
会
費
１
回
千
円
。
そ
の
ほ

か
用
紙
代
要
。

■
梅
花
流
詠
讃
歌
教
場

毎
月
１
日
、
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
供
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
新
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

「芯
月
庵
」
に
て
表
千
家
の
茶
道
を
学
ん
で
い

ま
す
。
講
師
は
、
恒
川
裕
子
先
生
で
楽
し
く
教

え
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

※
間
い
合
わ
せ
は
、
龍
谷
寺
８
０
５
６
１
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