
樂
音 

                        

 
 

    

四
・
五
月
の
予
定 

 

四
月
八
日 

お
釈
迦
様
の
誕
生
日 

 

十
三
時
よ
り
甘
茶
を
差
し
上
げ
ま
す 

入
れ
物
を
お
持
ち
く
だ
さ
い 

二
十
五
日 

清
水
新
定
院
鵜
飼
隆
晴
和
尚
津
送 

 
 

二
十
七
日 

御
詠
歌
青
鳳
会
講
習
会(

本
山) 

九
・
二
十
三
日 

坐
禅
会 

朝
六
時
三
十
分 

五
月
十
三
日 

笛
吹
市
御
坂
町
廣
徳
寺
先
住
一
周
忌 

 
 

十
九
日 

愛
知
西
教
区
発
展
拡
充
大
会 

 
 

二
四
～
二
六
日 

沖
縄
教
区
寺
庭
婦
人
講
習
会 

 
 

三
十
～
三
十
一
日 

無
相
教
会
師
範
会 

十
四
・
二
十
八
日 

坐
禅
会 

朝
六
時
三
十
分 

佛
歴
二
五
六
六 

西
歴
二
〇
二
三 

令
和
五
年
四
月
号 

発
行 

樂
音
寺 

住
職 

内
藤
睦
雄 

電
話 

090
-3140-3931

（
携
帯
） 

 
 
 
0553-47-

3475

（
お
寺
） 

FAX  
0553-47-

3495

（
只
今
使
用
不
可
） 

寺
庭 

090-8643-0852

（
藤
井
牧
子
） 

  

樂音寺庫裏上棟式の「餅まき」に大勢の方々が来てくださいました 



お
か
げ
さ
ま
の
上
棟
式 

前
日
は
暖
か
い
雨
、
当
日
も
そ
れ
ま
で
の
菜
種
梅
雨

が
、
餅
ま
き
の
寸
前
か
ら
小
止
み
。
盛
大
に
、
そ
れ
も
地

元
の
方
々
が
大
勢
来
て
く
れ
て
賑
や
か
に
、
庫
裡
上
棟

式
・餅
ま
き
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
高
い
所
か
ら
お
餅
を
始

め
、
た
く
さ
ん
の
も
の
を
ま
い
て
、
そ
れ
を
、
お
配
り
し

た
バ
ケ
ツ
に
一
杯
に
な
る
ま
で
入
れ
て
い
て
、
ま
く
私
は

途
中
で
涙
が
出
る
ほ
ど
に
嬉
し
か
っ
た
。
皆
さ
ん
の
こ
の

気
持
ち
の
お
か
げ
で
今
日
が
あ
る
な
と
い
う
思
い
で
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

今
月
の
掲
示
板

 

春
宵(

し
ゅ
ん
し
ょ
う)

の  

此
の
一
刻
を 

 

惜
し
む
べ
し 

 

こ
の
一
年
は
早
か
っ
た
。 

一
つ
所
に
止
ま
っ
て
い
る
と
余
計
な
こ
と
で
頭
い
っ
ぱ
い

に
な
り
そ
う
な
の
で
回
遊
魚
よ
ろ
し
く
、
目
い
っ
ぱ
い
動
い

て
き
た
、
だ
か
ら
早
い
。
数
日
前
「
樂
音
」
を
配
り
終
え
た

ば
か
り
に
も
う
次
の
号
、
こ
れ
も
早
い
。
感
覚
的
に
、
寝
た

ら
す
ぐ
起
き
て
、
起
き
た
ら
す
ぐ
寝
る
毎
日
、
こ
れ
が
早
い
。 

で
も
よ
く
よ
く
考
え
る
に
、
周
り
の
野
の
花
・
人
の
顔
・

言
葉
が
よ
く
目
耳
に
入
り
や
す
い
自
分
を
感
じ
る
と
こ
ろ

を
見
る
と
、
周
り
の
世
間
は
も
っ
と
早
い
か
も
し
れ
な
い
。

私
自
身
の
歩
み
自
体
は
年
齢
相
応
と
言
え
る
の
か
も
。 

惜
し
む
べ
し
得
が
た
き
は
こ
の
一
刻
、
光
陰
矢
の
ご
と
し
、

命
短
し
恋
せ
よ
乙
女
。
熱
き
血
潮
の
冷
え
ぬ
間
に
、
心
の
炎

消
え
ぬ
間
に
。
い
く
つ
に
な
っ
て
も
青
春
真
っ
た
だ
中
、
過

ぎ
行
く
今
を
惜
し
む
句
で
す
。
私
の
独
断
で
、
日
本
史
上
、

最
も
日
本
文
化
が
栄
え
た
と
思
わ
れ
る
大
正
昭
和
を
生
き

抜
い
た
、
俳
人
高
浜
虚
子
の
句
。
お
そ
ら
く
中
国
宋
代
に
活

躍
し
た
書
家
で
あ
り
文
人
の
蘇
拭
の
詩
『
春
宵
一
刻
値
千
金
』

が
下
敷
き
に
あ
る
作
品
だ
ろ
う
。 



和
敬
清
寂 

 
お
茶
が
鎌
倉
時
代
に
、
栄
西
に
よ
っ
て
中
国
か
ら
も
た
ら

さ
れ
て
以
来
、
禅
宗
の
思
想
を
反
映
さ
せ
て
広
ま
っ
て
行
く

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
次
第
に
華
美
な
も
の
と
な
り
、

茶
の
湯
は
特
権
階
級
が
嗜
む
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
心

を
養
い
、
精
神
的
な
道
に
昇
華
さ
せ
て
き
た
の
が
、
足
利
義

政
の
お
茶
の
先
生
で
も
あ
る
村
田
珠
光
。
一
休
禅
師
に
つ
い

て
禅
を
学
ん
だ
彼
は
「
お
茶
事
で
は
『
和
敬
清
寂
』
を
旨

と
す
」
相
手
に
礼
を
尽
く
し
、
穏
や
か
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
説
い
た
。
こ
の
珠
光
の
流
儀
を
学
ぶ 

こ
と
に
よ
っ
て
、
千
利
休
が 

茶
道
を
完
成
さ
せ
た
流
れ 

で
あ
る
。  

『
和
敬
清
寂
』
は
四
文
字
熟
語
の
禅
語
で
あ
る
が
、

『
和
敬
』
の
行
動
・
心
境
を
起
こ
す
た
め
に
は
『
清
寂
』
で

あ
る
こ
と
、
不
動
の
穏
や
か
さ
を
保
つ
こ
と
、
こ
れ
が
重
要

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
『
清
』
で
あ
ろ
う
。

物
も
場
所
も
清
か
れ
と
、
そ
れ
は
当
然
。
大
事
な
こ
と
は

そ
れ
を
手
に
し
、
扱
う
人
の
心
こ
そ
、
清
き
が
上
に
清
か
れ
、

と
祈
る
こ
と
で
あ
る
。 

 臨
済
寺
専
門
道
場
の
生
活 

 
 

道
場
で
何
が
楽
し
み
と
言
っ
て
、
や
は
り
三
度
の

食
事
で
あ
る
。
し
か
し
基
本
、
朝
食(

粥
座)

は
粥
に

沢
あ
ん
の
古
漬
け
と
梅
干
し
、
昼
は
斎
座
と
言
っ
て

飯
汁
菜
、
麦
飯
と
み
そ
汁
、
菜
は
い
わ
ゆ
る
一
品
、

夕
食
は
薬
石
、
昼
の
飯
と
汁
に
少
し
野
菜
な
ど
加
え

合
わ
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
今
風
に
は
リ
ゾ
ッ
ト
。
「
雲

水
日
記
」
な
る
道
場
紹
介
本
で
の
予
備
知
識
が
あ
っ

た
の
で
驚
き
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
食
生

活
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
で
も
も
し
か
し
た
ら
、

非
常
に
健
康
的
な
食
事
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 



 
加
え
て
食
事
中
、
音
を
立
て
る
な
、
か
ま
ず
に
飲

み
込
め
、
早
く
食
え
。
「
い
や
い
や
嚙
ま
な
け
れ
ば

満
腹
中
枢
が…

」
な
ん
て
言
お
う
も
の
な
ら…

。 

 

道
場
の
粥
を
『
天
井
粥
』
と
呼
ぶ
。
ど
ん
な
高
級

粥
か
と
思
い
き
や
、
天
井
が
写
る
く
ら
い
の
う
す
い

粥
の
意
。
雲
水
が
一
人
や
二
人
増
え 

た
と
て
、
湯
を
足
せ
ば
事
足
り
る 

と
い
う
こ
と
ら
し
い
。 

そ
し
て
極
め
付
き
は
マ
イ
食
器
の 

持
鉢
、
五
枚
ほ
ど
の
重
ね
茶
碗
だ
。 

食
事
の
最
後
に
や
か
ん
で
お
茶
が

注
が
れ
る
が
、
残
し
た
沢
あ
ん
と

そ
の
少
し
の
お
茶
で
茶
碗
も
箸
も

洗
っ
て
布
巾
で
ふ
き
取
る
の
み
。

そ
れ
は
不
衛
生
、
と
思
う
か
も
し

れ
な
い
が
道
場
で
の
食
中
毒
な
ど

聞
い
た
こ
と
が
な
い
。 

上
棟
式
に
当
た
っ
て
棟
札
を 

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

和
尚
の
名
と
再
建
工
事
の
由 

緒
。
裏
面
に
は
棟
梁
・
設
計 

者
を
始
め
ご
縁
の
業
者
名
が 

記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

二
階
部
分
と
西
側
南
側 

の
瓦
は
す
で
に
乗
っ
て 

い
て
、
ま
こ
と
に
勇
壮 

に
見
え
ま
す
。 

棟
梁
曰
く
「
見
え
る
と 

こ
ろ
は
す
べ
て
桧
材
を 

つ
か
っ
て
い
る
」
と
の 

事
。
そ
れ
も
山
梨
県
内 

産
で
あ
る
こ
と
を
嬉
し 

そ
う
に
お
話
し
さ
れ
て 

い
ま
し
た
。 

樒(

し
き
み)

の
花 


