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八
・
九
月
の
樂
音
寺
住
職 

 

八
月
十
三
～
十
五
日 

盂
蘭
盆
会 

 

石
和
甲
府
方
面
は
十
四
日 

塩
田
は
十
五
日 

先
祖
供
養
に
お
伺
い
い
た
し
ま
す 

 

ご
都
合
を
連
絡
く
だ
さ
い 

十
四
・
二
八
日 

坐
禅
会 

朝
六
時
三
十
分 

九
月
一
～
二
日 

無
相
教
会(

御
詠
歌)

研
究
会 

本
山 

 
 

五
、
六
日 

九
州
東
教
区
拡
充
大
会 

 
 

十
五
日 

東
京
教
区
拡
充
大
会 

 
 

十
九
、
二
十
日 

和
歌
山
教
区
拡
充
大
会 

 
 

二
十
～
二
六
日 

秋
彼
岸
（
仏
教
週
間
） 

 
 

二
七
、
二
八
日 

瑞
巌
寺
講
習
会 

宮
城 

十
一
・
二
五
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
八
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) 

  

『雨の時はこんな地味な花も趣があっていいのよ』と言って 

玄関うちにお気に入りの竹の花器に挿して喜んでいたのを 

思い出す「ヤブミョウガ」の花 



今
月
の
掲
示
板 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
旅
に
居
て 

仏
恋
し
や
盆
の
月 

今
年
の
夏
は
六
月
末
か
ら
た
い
へ 

ん
な
猛
暑
で
し
た
か
ら
、
八
月
の 

立
秋
の
こ
ろ
は
、
文
字
通
り
の
装
い
を
感
じ
ら
れ
る
か
と
期

待
し
ま
す
。
子
供
の
こ
ろ
の
八
月
は
そ
れ
こ
そ
暑
さ
も
ピ
ー

ク
で
し
た
か
ら
、
俳
句
の
季
語
の
ひ
と
月
ほ
ど
ず
れ
た
よ
う

に
感
じ
る
季
節
感
に
は
違
和
感
で
し
た
。
季
語
が
新
月
の
日

を
一
日
と
し
、
満
月
の
日
を
十
五
日
と
し
て
数
え
る
旧
暦
で

決
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
ね
。
厄
介
だ
な
と
思
い
つ
つ
も

俳
句
の
季
語
は
、
そ
れ
ま
で
素
通
り
し
て
い
た
季
節
の
微
妙

な
う
つ
ろ
い
、
周
囲
の
何
気
な
い
景
色
に
大
い
な
る
興
味
を

示
し
、
面
白
い
も
の
と
し
て
、
季
節
を
感
じ
る
ア
ン
テ
ナ
の

感
度
を
少
し
だ
け
高
め
て
く
れ
る
気
が
し
ま
す
。 

娘
た
ち
は
「
お
母
さ
ん
が
玄
関
か
ら
『
た
だ
い
ま
あ
』
て

言
っ
て
入
っ
て
き
た
の
よ
」
な
ん
て
言
っ
て
い
る
け
ど
、
私

に
は
気
配
の
毛
の
字
も
な
い
。
別
に
何
ら
か
の
形
で
私
の
前

に
出
て
く
る
こ
と
を
期
待
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
い
い

の
だ
け
れ
ど
。
そ
う
い
え
ば
父
が
晩
年
、
「
和
子
が
外
に
い

る
か
ら
行
っ
て
や
る
」
と
言
っ
て
夜
中
、
電
気
が
な
い
と
私

ら
で
も
歩
け
な
い
池
の
ほ
と
り
を
寝
巻
で
す
た
す
た
行
っ

て
・
・
・
。
な
ん
て
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

女
房
が
い
な
く
な
っ
て
娘
家
族
が
そ
ば
に
い
て
、
何
か
と

気
を
遣
っ
て
く
れ
て
有
難
い
の
で
す
が
、
身
の
置
き
所
の
な

さ
と
い
う
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
。
今
月
の
句
を
探

し
て
い
て
「
旅
に
居
て
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
何
と
な
く
共

感
す
る
も
の
が
あ
っ
て
こ
の
句
に
し
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
は

女
房
が
掲
示
板
の
句
を
、
時
間
を
か
け
て
歳
時
記
な
ど
か
ら

探
し
て
決
め
て
い
た
の
で
、
き
っ
と
「
こ
の
句
は
ダ
メ
」
と

彼
女
に
言
わ
れ
そ
う
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
聞
き
に
く
い
繰
り
言

と
は
お
さ
ら
ば
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
。 

 



我
逢
人 

 
道
元
禅
師
は
、
十
三
歳
で
当
時
日
本
仏
教
界
最
高
峰
の

学
問
所
だ
っ
た
比
叡
山
で
修
行
、
「
仏
と
は
何
か
」
「
修

行
と
は
何
か
」
と
い
う
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に

各
地
を
歩
い
た
。
そ
れ
は
遠
く
禅
の
本
場
で
あ
っ
た
中
国
に

も
足
を
延
ば
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
い
に
、
天
童
山
景

徳
寺
の
如
浄
禅
師
と
の
運
命
的
な
出
逢
い
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
。
二
十
六
歳
の
時
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
道
元
は

『
ま
の
あ
た
り
先
師
を
見
る
。
こ
れ
人
に
あ
ふ
な
り
』
よ
う

や
く
私
は
本
物
の
師
と
出
逢
う
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
ス

ト
レ
ー
ト
な
表
現
が
、
今
号
の
「
我
逢
人
」
と
い
う
禅
語
の

い
わ
れ
で
あ
る
。 

 

私
に
も
今
だ
に
親
交
の
あ
る
音
楽
で
の
師
・
友
人
、
僧
侶

の
世
界
で
の
知
人
友
人
、
御
詠
歌
、
そ
れ
こ
そ
思
い
起
こ
せ

ば
多
く
の
人
に
影
響
を
受
け
、
明
ら
か
に
自
分
は
「
相
変
わ

ら
ず
」
と
言
い
な
が
ら
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
有
難
く
思

う
。
あ
の
時
、
あ
の
人
と
出
逢
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
と
振
り

返
る
こ
と
の
で
き
る
出
来
事
は
、
誰
の
身
に
も
一
つ
や
二
つ

あ
る
だ
ろ
う
。 

人
と
「
あ
う
」
と
い
う
漢
字
は
、
普
通
は
「
会
う
」
。

し
か
し
「
逢
う
」
と
記
す
男
女
の
出
逢
い
を
匂
わ
せ
る
も
の

も
あ
る
。
実
際
に
は
、
男
女
間
に
限
定
し
て
使
用
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
が
「
特
別
な
出
逢
い
」
を
意
味
す
る
。
道
元
禅

師
は
、
求
め
求
め
て
き
た
師
、
そ
し
て
永
年
の
疑
問
は
「
我

逢
人
」
に
よ
っ
て
腑
に
落
ち
る
わ
け
で
あ
る
。 

足
元
に
転
が
っ
て
い
る
よ
う
な 

些
細
な
答
え
ほ
ど
、
遠
く
ば
か
り 

を
見
る
者
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
い 

も
の
。
そ
の
こ
と
に
気
付
く
き
っ
か 

け
と
な
っ
た
の
は
、
出
逢
い
に
ほ
か 

な
ら
な
い
。
出
逢
い
は
偶
然
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

待
っ
て
い
る
だ
け
で
は
訪
れ
な
い
。
本
気
の
人
に
出
逢
う
に

は
自
分
も
ま
た
本
気
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
互
い

に
通
じ
合
う
も
の
が
な
け
れ
ば
出
逢
い
は
な
い
。
偶
然
と
必



然
が
ち
ょ
う
ど
交
わ
る
と
こ
ろ
に
、
出
逢
い
は
あ
る
の
だ
ろ

う
。
中
島
み
ゆ
き
の
歌
「
♪
縦
の
糸
は
あ
な
た 

横
の
糸
は

私 

逢
う
べ
き
糸
に 

出
逢
え
る
こ
と
を 

人
は 

仕
合
わ

せ
と
呼
び
ま
す
♪
」
。 

 

臨
済
寺
専
門
道
場
へ
掛
搭 

 

苦
手
は
正
座
と
お
経
、
そ
の
両
方
の
不
安
が
初
日

に
。
「
は
い
、
こ
こ
に
座
っ
て
」
固
い
板
の
間
に
御

座
で
あ
っ
た
。
正
座
が
痛
い
。
「
お
経
」
と
言
わ
れ

事
前
に
想
定
し
て
経
本
に
付
箋
を
挟
ん
で
お
い
た

の
で
、
読
も
う
と
し
た
ら
「
覚
え
て
な
い
の
？
こ
こ

は
ね
、
お
経
を
覚
え
る
と
こ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
」
暗

に
読
め
な
い
な
ら
出
て
い
け
、
と
い
う
語
気
が
あ
っ

て
、
正
直
泣
き
た
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
ひ
と
通
り

読
み
終
え
、
多
く
の
作
法
を
習
い
、
重
ね
茶
碗
を
洗

い
終
え
て
ま
た
元
の
玄
関
で
元
の
姿
勢
。
お
寺
中
に

聞
こ
え
る
よ
う
な
た
め
息
を
し
て
時
間
を
重
ね
た
。 

三
月
の
夕
刻
は
早
く
暗
く
な
り
、
「
今
日
は
も
う

遅
い
の
で
こ
ち
ら
に
投
宿
ど
う
ぞ
」
ほ
っ
と
し
て
案

内
さ
れ
る
が
ま
ま
に
三
畳
ほ
ど
の
じ
め
っ
と
し
た

小
部
屋
に
通
さ
れ
、
投
宿
帖
に
記
し
て
、
見
る
と
布

団
が
置
い
て
あ
る
。
敷
布
団
？
聞
く
と
広
げ
て
半
分

に
寝
て
残
り
を
か
け
る
「
か
し
わ
布
団
」
と
い
う
。

と
に
か
く
眠
れ
る
。
す
る
と
乾
い
た
木
を
叩
く
音
、

そ
れ
が
雪
の
あ
が
っ
た
冷
た
い
外
気
に
響
い
た
か

と
思
う
と
、
遠
く
で
読
経
。
声
は
同
じ
音
程
で
は
な

い
。
音
程
を
合
わ
せ
る
こ
と
も
し
な
い
、
で
も
何
か

快
い
。
父
の
実
家
の
浄
土
真
宗
の
寺
の
お
経
は
聞
き

慣
れ
て
い
た
が
だ
い
ぶ
違
う
。
い
や
、
そ
ん
な
こ
と

よ
り
と
に
か
く
寒
い
、
体
を
丸
め
て
も
足
が
寒
い
。

風
呂
敷
や
衣
を
引
き
ず
り
込
ん
で
、
第
一
夜
眠
る
。 

 

編
集
後
記 

八
月
の
お
盆
の
棚
経
は
ほ
ぼ
例
年
通
り
伺
い
ま

す
。
ご
都
合
に
つ
い
て
は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 


