
 

 

樂
音 

                        

 
 

   

六
・
七
月
の
樂
音
寺
住
職 

 

六
月
七
日 

無
相
教
会
代
表
委
員
会 

 
 

二
十
六
日(

日) 

山
梨
交
響
楽
団
演
奏
会 

 
 
 
 
 
 

チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
交
響
曲
第
五
番
ほ
か 

 
 
 

於
県
民
文
化
ホ
ー
ル 

感
染
対
策
万
全 

遠
慮
な
く
ど
う
ぞ 

十
二
・
二
十
六
日 

坐
禅
会 

朝
六
時
三
十
分 

七
月
十
三
～
十
五
日 

盂
蘭
盆
会 

 

東
京
方
面
及
び
石
和
の
一
部
の 

 

先
祖
供
養
に
お
伺
い
い
た
し
ま
す 

 

ご
都
合
を
連
絡
く
だ
さ
い 

十
・
二
十
四
日 

坐
禅
会 

朝
六
時
三
十
分 

佛
歴
二
五
六
五 

西
歴
二
〇
二
二 

令
和
四
年
六
月
号 

発
行 

樂
音
寺 

住
職 

内
藤
睦
雄 

電
話 

0
9
0
-
3
14
0
-
3
9
3
1 (

携
帯) 

 
 

 
0
5
5
3
-
4
7
-
3
4
7
5
 (

お
寺) 

F
A

X
 
0
5
5
3
-
4
7
-
3
4
9
5
 
(

只
今
使
用
不
可) 

寺
庭 

0
9
0
-
8
6
4
3
-
0
8
5
2
 
(

藤
井
牧
子) 

  



 

 

い
つ
咲
い
た
の
か
気
が
付
か
な
い
時
が
あ
る
く
ら
い
、
あ
っ
と
い

う
間
に
こ
ん
な
に
豪
華
に
、
そ
し
て
再
び
あ
っ
と
い
う
間
に
咲
き

落
ち
て
し
ま
う
「
ひ
め
ウ
ツ
ギ
」 

表
紙
は
岐
阜
県
多
治
見
の
虎
渓
山
永
保
寺
、
南
禅
寺
派

の
修
行
道
場
で
す
。
梅
雨
入
り
前
の
五
月
に
行
っ
て
き
ま
し

た
。
庭
園
は
甲
斐
国
恵
林
寺
の
庭
も
作
庭
さ
れ
た
夢
窓
国

師
の
作
、
山
の
起
伏
と
豊
か
な
水
辺
の
お
寺
、
春
に
行
っ
て

も
夏
に
も
秋
も
、
き
っ
と
冬
も
好
い
所
。
正
面
奥
は
寺
の

大
庫
裏
、
太
鼓
橋
の
左
は
観
音
堂
で
国
指
定
の
文
化
財
で
す
。

檜
皮
葺
の
屋
根
の
形
が
素
晴
ら
し
い
。 

 

今
月
の
掲
示
板 

   
 

 

明
ら
み
て 

一
方
暗
し 

梅
雨
の
空 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

明
け
方
、
目
が
覚
め
た
ら
空
が
明
る
く
て
、
も
う
こ
ん
な

に
明
る
い
ん
だ
と
、
冬
の
長
い
夜
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
な
か
な

か
抜
け
切
れ
ず
、
遅
刻
し
た
よ
う
な
気
分
。
方
や
西
の
空
に

目
を
や
る
と
梅
雨
の
暗
雲
が
あ
っ
て
、
今
日
も
雨
か
な
晴
れ

か
な
暑
い
か
な
、
と
よ
ぎ
り
ま
す
。
梅
雨
時
の
、
い
つ
急
変

し
て
も
お
か
し
く
な
い
不
安
定
さ
を
詠
ん
だ
虚
子
の
句
。 

物
事
が
う
ま
く
い
く
こ
と
に
全
く
疑
い
が
な
か
っ
た
の

に
、
つ
い
見
方
を
変
え
て
み
た
ら
、
ま
だ
ま
だ
暗
い
部
分
の

存
在
に
、
落
ち
着
け
な
い
気
分
も
表
し
て
い
ま
す
よ
ね
。 

    

行
雲
流
水 

 
 

空
行
く
雲
や
川
を
流
れ 

る
水
の
よ
う
に
執
着
す
る 

こ
と
な
く
、
も
の
に
応
じ 

事
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
。
言
っ
て
み
れ
ば
成
り
行
き
に

任
せ
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
人
生
、
欲
と
希
望
と
努
力
抜
き

に
は
成
功
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
向
き
は
多
い
は
ず
。
何
を

も
っ
て
成
功
と
い
う
の
か
は
と
も
か
く
、
さ
て
ど
ん
な
気
持

ち
で
「
行
雲
流
水
」
を
と
ら
え
ま
し
ょ
う
か
。 

 
 

 

私
は
思
う
に
、
お
寺
さ
ん
っ
て
本
当
に
と
こ
と
ん
相
手
の



 

 

気
持
ち
に
な
れ
る
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
大
き
く

目
を
見
開
い
て
、
行
く
雲
や
流
れ
る
川
の
水
を
見
て
い
る
と
、

人
の
立
場
に
な
っ
て
み
よ
う
、
と
か
、
必
要
以
上
の
欲
を
か

か
ず
、
あ
な
た
の
必
要
な
も
の
は
す
で
に
持
っ
て
い
る
よ
、

と
い
う
さ
さ
や
き
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。 

 

行
雲
流
水
の
省
略
形
が
禅
の
修
行
者
の
異
名
で
あ
る
「
雲

水
」
で
す
。
僧
侶
は
一
つ
処
に
留
ま
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
一

つ
の
見
方
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
立
ち
位
置
を
極
め
自
由
に

遊
ん
で
、
物
の
真
実
を
求
め
て
歩
く
姿
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

臨
済
寺
専
門
道
場
へ
出
立 

 

臨
済
寺
か
ら
ほ
ど
近
い
「
き
く
や
」
と
い
う
老
舗

の
旅
館
に
投
宿
。
翌
早
朝
い
よ
い
よ
寺
に
向
か
う
の

で
す
が
そ
の
日
、
案
の
定
三
月
の
、
そ
れ
も
常
夏
の

静
岡
は
大
雪
で
し
た
。
後
で
知
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、

こ
の
地
で
は
記
録
的
大
雪
だ
っ
た
そ
う
。
目
出
度
い

こ
と
で
す
。
網
代
傘
を
か
ぶ
り
足
袋
、
脚
絆
は
つ
け

て
も
ス
カ
ー
ト
の
よ
う
な
着
物
の
下
は
パ
ン
ツ
一

丁
。
寒
い
冷
た
い
の
言
葉
も
見
つ
か
ら
な
い
ほ
ど
。

臨
済
寺
ま
で
、
今
思
え
ば
大
し
た
距
離
で
は
な
い
の

に
ま
る
で
宙
を
歩
い
て
い
る
よ
う
。
威
圧
的
な
門
を

く
ぐ
り
広
く
て
長
い
石
段
を
登
り
き
る
と
体
育
館

の
よ
う
な
本
堂
。
そ
の
右
に
は
玄
関
ら
し
き
と
こ
ろ

が
見
え
、
重
々
し
い
障
子
戸
を
開
け
て
言
わ
れ
た
通

り
掛
搭
願
書
を
置
い
て
上
が
り
框
に
頭
を
伏
せ
、
大

声
で
『
た
の
み
ま
し
ょ
う
ー
』
返
事
が
な
い
。
留
守

か
な
。
い
や
気
配
は
あ
る
し
、
も
っ
と
大
き
な
声
で

と
思
っ
た
途
端
、
冷
た
く
も
ド
ス
の
効
い
た
声
で

『
ど
ー
ー
れ
ー
ー
』
高
圧
的
で
必
要
以
上
の
足
音
を

さ
せ
て
誰
か
や
っ
て
く
る
。
退
路
を
断
た
れ
、
も
う

こ
れ
以
外
に
道
無
し
の
思
い
で
入
門
を
願
っ
た
、
三

十
四
歳
の
初
め
の
声
、
始
め
の
一
歩
で
し
た
。 



 

 

今
こ
の
本
を 

 『
皇
室
と
日
本
精
神
』 

 

大
日
本
出
版 

著
者 

辻
善
之
助(

つ
じ 

ぜ
ん
の
す
け) 

  

歴
史
学
者
。
明
治
十
年
生
ま
れ
。
帝
国
大
学
文
科
大
学
国
史

科
卒
業 

帝
国
大
学
史
料
編
纂
所
長
、
東
京
帝
国
大
学
教
授 

今
日
の
史
料
編
纂
所
の
基
礎
を
築
く
と
と
も
に
、
文
化
史
・

仏
教
史
に
大
き
な
業
績
を
残
す
。
熱
心
な
真
宗
信
者
。 

 

私
の
記
憶
が
正
し 

い
と
す
る
な
ら
、
令 

和
天
皇
が
即
位
の
タ 

イ
ミ
ン
グ
で
ご
挨
拶 

を
さ
れ
た
内
容
に
、 

私
は
感
激
し
た
。 

皇
室
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
人
々
の
心
が
解
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
き
れ
い
な
服
を
着
て
い
て
も
、
そ
の
布
を
織
っ

た
人
の
顔
が
解
ら
な
け
れ
ば
、
美
味
し
い
お
食
事
を
頂
い
て

も
そ
の
お
米
を
作
っ
た
農
家
の
人
の
顔
が
解
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
、
そ
う
い
う
立
場
で
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
・
・ 

と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
お
話
の
出
典
が
、
妙

心
寺
の
開
基
で
あ
り
第
九
十
五
代
花
園
天
皇
、
の
ち
の
花
園

法
皇
が
執
筆
さ
れ
た
『
誡
太
子
書
』
で
あ
る
。
本
書
を
手
に

入
れ
た
の
は
、
そ
の
『
誡
太
子
書
』
の
全
文
と
解
説
が
あ
っ

た
か
ら
、
だ
け
で
は
な
く
、
歴
代
の
多
く
の
天
皇
が
同
様
に

「
天
皇
と
し
て
」
の
み
な
ら
ず
「
人
と
し
て
」
数
多
く
説
い

た
文
章
も
含
ま
れ
る
故
。
華
美
や
贅
沢
か
ら
一
線
を
画
し
た

精
神
性
の
高
さ
、
誰
に
対
し
て
も
平
等
に
接
遇
す
る
こ
と
で
、

皇
室
は
日
本
国
民
の
幅
広
い
尊
敬
と
支
持
を
集
め
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
な
ぜ
か
そ
れ
故
に
、
と
い
う
歴
史
も
非
常

に
残
念
な
が
ら
存
在
し
て
お
り
、
例
え
ば
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
、

日
本
精
神
論
を
テ
ー
マ
に
し
た
お
び
た
だ
し
い
数
の
書
籍

が
い
わ
ゆ
る
焚
書
に
さ
れ
た
事
実
、
そ
の
一
冊
で
も
あ
る
。 

 
大
変
失
礼
な
が
ら
ま
だ
一
部
し
か
目
を
通
し
て
い
な
い

時
点
で
の
本
書
の
紹
介
だ
が
、
復
刻
版
の
本
書
の
重
要
性
を
、

時
間
を
か
け
て
読
み
進
め
、
眼
が
開
か
れ
た
ら
嬉
し
い
。 


