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月
々
の
こ
と
ば

五

月

十

九

日

（
日

）

降

誕

会

法

要

「
ご
め
ん

ね

」
と

幼

子

が

草

を

抜

い
て
い
る

お

さ

な

ご

く

さ

ぬ

六

月

十

九

日

（
水

）

四

季

講

さ

さ

や

か
な

願

い
と

い
う

が

ね

が

な

か
な

か

ど

う

し
て
ど

う

し
て

七

月

十

六

日

（
火

）

安

居

会

泥

田

に

蓮

の

花

が
咲

く

ど

ろ

た

は

す

は

な

さ

濁

世

に
念

仏

の

花

が

開

く

じ

ょ

く

せ

ね

ん

ぶ

つ

は

な

ひ

ら

八

月

二

十

日

（
火

）

盆

法

座

戦

没

者

の

願

い
は

せ

ん

ぼ

つ

し

ゃ

ね

が

再

び

戦

没

者

を

ふ

た

た

せ

ん

ぼ

つ

し

ゃ

生

み

出

さ

な

い
こ
と

う

だ

九

月

二

十

三

日

（
月

）
秋

彼

岸

法

座

亡

き

人

の
お

か
げ

で

な

ひ

と

ア
ミ
ダ
さ
ま
の

前

に

座

っ
て
い
る

ま

え

す

わ

十

月

十

六

日

（
水

）

芋

法

事

報

恩

講

の
ご

案

内

ほ

う

お

ん

こ

う

あ

ん

な

い

ず

っ
と

お

待

ち

の
親

鸞

さ

ま

ま

し

ん

ら

ん

納
骨
堂

入
所
募

集

並
び
に

合
同
墓(

合
祀
墓)

希
望

者

募
集
し

ま
す

核

家

族
化

と

い

う
家

族

制

度

の
変

化

や

少
子

化

の

進

化
で

、

お

墓

を
守

る

継
承

者

が

い

な
い

環

境

に

あ

る

方
々

が

増

え
つ

つ

あ

り
ま

す

。

こ

の
よ

う

な
悩

み

を
解

決

す

る

手
段

と

し

て
、

継

承

者
に

代

わ
り

、

お

寺
で

お

預

か
り

し

て

永
代

に

維

持

、
管

理

を
し

て

い

こ
う

と

い

う
考

え

で

昨

年
、

合

同
墓

を

増
設

し

ま

し
た

。

今

年

ま
で

少

し

ず

つ
で

す

が

希
望

さ

れ

る
方

が

増

え

て

き
て

い

ま

す
。

納

骨

堂
の

個

別

納

骨
壇

は

昨

年

は

基

の

空

き
が

あ

り

ま

し
た

が

、

月

19

4

現
在

基

中

基

の
空

き

と
な

り

ま

し
た

。

76

6

あ
と

少

し

余

裕
が

ご

ざ

い
ま

す

の

で
ご

検

討

し

て

み
て

下

さ

い
。

納

骨

堂

は
門

信

徒

の
方

々

に

ご

利

用
頂

く

こ

と

に
よ

っ

て

、
浄

土

寺

の
護

持

と

ご

法

義

の
繁

盛

に

大

き
く

貢

献
す

る

も

の

で

あ
り

ま

す

。

今

後
と

も

皆

様
の

ご

協

力

を
賜

り

、

お
念

仏

の
絆

を

深
め

て

い

た

だ
く

こ

と

を
念

願

し

、
ご

案

内
申

し

上

げ

る
次

第

で

す

。合

同

納
骨

所

は

一
体(

一

壺)

十

万

円

、
合

祀

の

場

合

五

万

円
と

設

定

し
て

お

り
ま

す

。

ご
希

望

が

あ
り

ま
す

れ

ば

お
気

軽

に

お
寺

ま

で
お

尋

ね

く
だ

さ

い

。
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「

和

を

以

て

貴

し

と

な

す

」

住

職

西

原

真

公

二
〇
一
九
年
四
月
一
日
、
新
元
号
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

五
月
一
日
か
ら
は
『
令
和
元
年
』
と
な
り
ま
す
。
私
は
お

参
り
中
で
、
お
勤
め
を
終
え
る
と
、
ご
家
族
の
方
が
テ
レ

ビ
を
付
け
、
発
表
を
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
待
っ
て
い
ま
し

た
。
三
月
頃
か
ら
は
様
々
な
情
報
番
組
で
予
想
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
全
く
違
う
元
号
と
な
り
、
多
少
違
和
感
は
あ

り
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
慣
れ
段
々
親
し
み
や
す
く
な
っ
た

り
も
し
ま
し
た
。
後
日
、
新
聞
で
は
約
七
割
の
方
が
『
令

和
』
に
好
感
を
持
っ
て
い
る
と
応
え
て
い
ま
し
た
。

特
に
「
和
」
と
い
う
文
字
に
は
私
た
ち
昭
和
世
代
に
と

っ
て
、
と
て
も
親
し
み
の
あ
る
字
で
す
。
「
和
」
は
平
和

の
和
で
も
あ
り
ま
す
し
、
和
（
な
ご
む
）
と
も
読
み
ま
す
。

ど
こ
と
な
く
「
和
や
か
に
仲
良
く
し
よ
う
」
と
い
う
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
「
和
」
と
い
う
字
に
対
し
て
昔
か
ら
何
か
し

ら
の
好
意
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
今
か
ら

一
四
〇
〇
年
前
、
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
十
七
条
の
憲
法
が

制
定
さ
れ
、
そ
の
第
一
条
は
「
以
和
爲
貴
（
和
を
以
て
貴

し
と
な
す
）
」
と
あ
り
ま
す
。
十
七
の
憲
法
は
今
日
あ
る

憲
法
で
は
な
く
、
社
則
や
校
則
に
近
い
組
織
の
規
律
で
あ

り
ま
し
た
。
「
『
書
紀
』
の
訓
（
よ
）
み
方
を
記
し
た
最

古
の
写
本
で
あ
る
岩
崎
本
の
『
書
紀
』
（
平
安
時
代
中
期

の
書
写
）
で
は
「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」
の
「
和
」
は

「
わ
」
と
読
ま
ず
に
こ
の
個
所
を
「
和
（
や
わ
ら
）
ぐ
を

以
（
も
）
て
…
」
と
訓
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
「
忤

（
さ
か
）
ふ
る
こ
と
を
無
き
を
宗
（
む
ね
）
と
せ
よ
。

…
」
と
続
き
ま
す
。

意
味
は
私
た
ち
が
、
み
ん
な
心
を
お
だ
や
か
に
持
ち
、

相
手
の
気
持
ち
を
考
え
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
よ
く

し
て
い
く
こ
と
が
、

も
っ
と
も
大
切
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
の
よ
う
で
す
。

こ
の
後
に
続
け
て
、

「
忤
う
る
こ
と
無
き

を
宗
と
せ
よ
。
」
と

あ
り
ま
す
。
「
相
手

に
逆
ら
う
こ
と
な
く

争
い
ご
と
を
し
な
い

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
と
思
い
ま
す
。

鸞
聖
人
は
聖
徳
太
子
を
「
和
国
の
教
主
（
日
本

の
お
釈
迦
さ
ま
）
」
と
讃
え
、
深
い
尊
崇
の
念

を
さ
さ
げ
て
い
ま
す
。
本
堂
の
右
余
間
に
聖
徳
太
子
の
ご

影
像
が
安
置
さ
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。
聖

徳
太
子
が
仏
教
を
中
心
と
し
た
国
作
り
を
進
め
て
く
だ
さ

っ
た
の
で
現
在
の
仏
教
が
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
誰
で
も
、
み
ん
な
と
仲
違
（
た
が
）
い
せ

ず
、
仲
良
く
生
き
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
同
時
に
、
本
当
の
意
味
で
み
ん
な
と
「
和
」
し
て
、

仲
良
く
生
き
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
で
す
。
そ
れ
は
ど
う

し
て
か
。
冒
頭
の
言
葉
に
続
い
て
聖
徳
太
子
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

人

皆
（
み
な
）

党
（
た
む
ら
）

有
（
あ
）
り
。
ま

た
達
（
さ
と
）
る
者
（
ひ
と
）
少
（
す
く
）
な
し
。

意
味
は
「
人
は
誰
し
も
自
分
に
気
の
合
う
仲
間
を
作
り
た

が
る
も
の
だ
。
そ
し
て
同
時
に
、
も
の
ご
と
の
道
理
を
良

く
わ
か
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
も
の
だ
。
」
こ
こ
で
聖
徳

太
子
は
、
自
分
の
身
の
回
り
に
つ
い
て
の
こ
と
も
、
そ
の

親

中
に
い
る
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
こ
と
も
、
よ
く
わ
か
ら

な
い
ま
ま
で
、
自
分
に
気
の
合
う
仲
間
を
作
ろ
う
と
す
る

こ
と
が
、
み
ん
な
と
仲
良
く
で
き
な
い
理
由
な
の
だ
と
言

っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
一
人
で
は
決
し
て
生
き
ら
れ
ま

せ
ん
か
ら
、
友
だ
ち
の
大
切
さ
は
、
誰
も
が
感
じ
て
い
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
一
緒
に
楽
し
く
過
ご
し
た
り
、
時

に
は
悩
み
を
打
ち
明
け
た
り
す
る
中
で
、
一
生
の
友
を
得

る
よ
う
な
大
切
な
出
会
い
も
経
験
し
ま
す
。
し
か
し
、
私

た
ち
は
時
と
し
て
、
せ
っ
か
く
友
だ
ち
や
仲
間
と
一
緒
に

い
て
も
、
私
が
第
一
で
、
次
に
周
り
や
友
達
と
の
関
係
を

考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
常
に
自
分
中
心
の
、
相
手
と
「
和
」
し
て

ゆ
こ
う
と
し
な
い
、
ど
こ
ま
で
も
「
忤
」
ら
お
う
と
す
る

思
い
が
渦
巻
い
て
い
ま
す
。
譬
え
そ
の
こ
と
が
分
か
っ
た

と
し
て
も
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
私
が
い
る
の
で
す
。

ど
こ
ま
で
も
自
分
中
心
の
楽
し
さ
だ
け
を
求
め
よ
う
と

す
る
あ
り
方
が
照
ら
し
出
さ
れ
、
知
ら
さ
れ
た
時
に
、
は

じ
め
て
、
「
み
ん
な
と
共
に
生
き
て
い
る
」
こ
と
の
尊
さ

が
知
ら
さ
れ
る
の
だ
、
そ
の
こ
と
が
本
当
の
「
和
」
ら
か

な
関
係
を
築
い
て
ゆ
く
の
だ
、
と
太
子
は
言
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
を
中
心
に
置
い
た
上
で
、
他
の

人
の
あ
り
よ
う
に
ば
か
り
目
を
向
け
る
私
た
ち
の
心
は
、

な
か
な
か
に
手
ご
わ
い
も
の
で
す
が
、
日
常
の
さ
ま
ざ
ま

な
つ
な
が
り
の
中
で
知
ら
さ
れ
る
、
自
分
の
あ
り
方
を
深

く
照
ら
し
出
す
は
た
ら
き
の
大
切
さ
と
、
「
共
に
生
き
よ

う
」
と
い
う
い
の
ち
の
願
い
の
あ
た
た
か
さ
を
感
じ
つ
つ
、

和
ら
か
な
心
で
歩
ん
で
ゆ
き
た
い
も
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
新
し
い
『
令
和
』
の
時
代
が
始
ま
り
ま
す
。

心
穏
や
か
に
和
ら
ぎ
、
争
う
こ
と
が
限
り
少
な
く
、
生
き

と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
が
繋
が
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ

る
時
代
に
し
た
い
で
す
ね
。

合

掌

と も し び 2019年 4月 61号
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お

墓

の

始

ま

り

お

墓

と

は

、

亡

く

な

っ

た

方

の

遺

骨

を

納

め

、

家

族

や

親

族

、

生

前

に

関

わ

り

の

あ

っ

た

方

が

故

人

を

弔

う

た

め

の

も

の

で

す

。

命

日

や

お

盆

、

お

彼

岸

に

お

墓

参

り

を

す

る

方

も

多

い

と

思

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

に

私

た

ち

の

生

活

の

一

部

と

な

っ

て

い

る

お

墓

で

す

が

、

そ

も

そ

も

お

墓

が

な

ぜ

建

て

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

か

？

お
墓

を

建

て
る

理

由

は

大
き

く

分

け
て

三

つ

あ

り

ま
す

。

①

故

人

が

忘
れ

去

ら

れ
な

い

よ

う
に

す

る

た

め

故
人

の

お

墓
を

建

て

る
こ

と

で

、
お

盆

や

命

日
な

ど

に
お

墓

参

り
を

す

る

習

慣
が

で

き

、
故

人

を

定

期

的

に

思
い

出

す

こ
と

が

で

き

る
。

②

遺
族

の

想

い

を
形

に

す

る
た

め

遺

族
に

と

っ

て
大

切

な
人

が

亡

く
な

っ

た

と

い
う

現

実

を

受
け

入

れ

る
手

助

け
を

す

る

。

③

ご
先

祖

様

を

敬
う

た

め

今

の
私

た

ち

が

生
き

て

い

ら
れ

る

の

は
、

ご

先

祖

様

の

存

在
が

あ

っ

た
か

ら

で

す

。
そ

の

た

め
、

ご

先
祖

様

へ

の

感
謝

を

忘
れ

て

は

い

け
ま

せ

ん

が
、

常

日
頃

か

ら

ご

先
祖

様

へ

の
感

謝

を

持
つ

こ

と

は

容

易

な

こ
と

で

は

あ
り

ま

せ

ん

。
そ

こ

で

、
我

々

は

お
墓

を

建

て

、
お

盆

な

ど
を

利

用

し
て

ご

先

祖

様

に
感

謝

の

気

持
ち

を

伝

え
よ

う

と

し
ま

し

た

。

埋

葬

方

法
は

、

昔

は
土

葬

で

し

た
が

現

在

日
本

で
は

火

葬

が

主
流

で

す
。

最

近

で

は
海

に

お

骨
を

捲

く
散

骨(

違

法

に

な
る

可

能

性
が

あ

る)

や

、
人

工

衛

星

に
乗

せ

て

宇
宙

空

間

に

埋
葬

す

る

宇
宙

葬

と
い

う

の

も

出
て

き

ま
し

た

。

で

は

、
な

ぜ

日

本
で

は

石

の

お
墓

を

建
て

る

慣

習

が

生

ま
れ

た

の

か
？

古

い
お

墓

と

聞
く

と

古

墳
や

ピ

ラ

ミ

ッ
ド

を

思

い

浮

か
べ

る

方

も

い
る

か

も
し

れ

ま

せ

ん
が

、

こ

う
し

た

お
墓

は

地

位

の
高

い

人

や
権

力

者

の
も

の

で

す
。

日

本

の
お

墓

の

歴
史

は

古

く

、
縄

文

時
代

に

は

す
で

に

埋

葬

の
文

化

が
あ

っ

た

こ

と
が

確

認

さ
れ

て

い
ま

す

。

し

か
し

、

当

時
は

ま

だ

埋
葬

し

た

故
人

の

上

に
お

墓

を

建
て

る

文

化

は
あ

り

ま
せ

ん

で

し
た

。

古
墳

時
代

に
は

、
権

力
者

の
お

墓
で

あ
る

古
墳

が
建

て
ら

れ

ま
し

た(

仁

徳
天

皇
の

前
方

後

円
墳

が

有

名)

。

江

戸
時

代
中

期
に

な
る

と
、

よ
う

や

く
碑

石
を
用

い

た
お

墓
が

登
場

し
ま

し
た

。
し

か

し
、

当
時

の
お

墓

は
あ

ま
り

に
も

高
価

で
あ

っ
た

た
め

、

や

は
り

一
部

の
権

力
者

や

富
裕

層
の

遺
族

な
ど

が

建
て
る

も

の
で

し
た

。

現
在

の
よ

う

に
誰

で
も

気
兼

ね
な

く
お

墓
を

立

て

ら
れ

る
よ

う
に

な
っ

た

の
は

、
昭

和3
0

年
代

の

高
度

経
済

成
長

期
以

降
で

す
。

墓
地

が
整

備

さ
れ

、

故
人

や

ご
先

祖
の

た
め

に
お

墓
を

建
て

る
こ

と
が

慣

習
化

し
た

よ
う

で
す

。

と
こ

ろ

で

浄

土

真

宗

で
は

、

お

墓
は

故

人

や

先
祖

を

慰

め

成

仏

を
願

う

の

で

は

な
く

、

お

浄

土

へ

旅

立
っ

た

故

人

を

偲
び

な

が
ら

仏

縁

を
結

ぶ
場

所

で

す

。

お

墓
は

故

人

の

魂

や
霊

が

宿

る

場

所

で
は

あ

り

ま

せ

ん

。
一
日
研
修
旅
行

十
一
月
二
十
八
日
、
七
名
の
参
加
で
、
出
雲
市
大
社
町
の
乗
光
寺
様

の
報
恩
講
に
参
拝
し
ま
し
た
。

当
日
は
住
職
様
や
坊
守
様
の
温

か
い
歓
迎
を
受
け
な
が
ら
、

ま
ご
こ
ろ
こ
も
っ
た
お
斎
を

い
た
だ
き
、
ゆ
っ
く
り
お
聴

聞
で
き
る
こ
と
を
喜
び
、
最

良
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
初
の

出
雲
方
面
の
報
恩
講
で
あ

り
、
石
見
と
は
少
し
雰
囲
気

の
違
っ
た
報
恩
講
で
し
た

が
、
乗
光
寺
様
は
組
織
が
シ
ッ
カ
リ
さ
れ
て
お
り
、
仏
婦
の
方
や

仏
壮
の
方
々
が
中
心
に
お
世
話
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
何
と

も
頼
も
し
く
、
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
お
寺
・
法
要
で
し
た
。
来
年
も

ど
こ
か
の
報
恩
講
に
お
参
り
に
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
成
三
十
一
年
度
浄
土
寺
聞
信
仏
教
婦
人
会
総
会

二
月
二
十
四
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り
浄
土
寺
聞
信
仏
教
婦

人
会
の
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
真
宗
宗
歌
斉
唱
の
も
と

厳
か
に
開
扉
と
な
り
、
十
二
礼
で
始
ま
り
、
予
決
算
、
活
動

方
針
を
決
め
て
、
ダ
ー
ナ
献
金

に
続
き
、
邑
南
町
戸
河
内
の
毛

利
孔
晶
先
生
よ
り
ご
法
話
を
し

て
い
た
だ
き
、
尊
い
ご
縁
に
あ

い
ま
し
た
。

今
回
も
バ
イ
キ
ン
グ
形
式
で
の

懇
親
会
を
行
い
ま
し
た
。
み
な
さ

ん
思
い
思
い
の
料
理
を
手
に
取

り
、
た
く
さ
ん
頂
き
ま
し
た
。
後

半
は
坊
守
の
昔
話
の
朗
読
、
前
坊

守
の
ク
イ
ズ
な
ど
大
い
に
盛
り
上

が
り
ま
し
た
。

と も し び 2019年 4月 61号
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永
代
経
晨
朝
法
要

永
代
経
納
骨
堂
法
要
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二

十

日

晩
七
時
半

二
十
一
日

門

信

徒

会

総

会

朝

十

時

法

話

一

席

十

二

時

よ

り

お

と

き

随

時

二
十
一
日

納
骨
堂
・
本
堂

昼

一

時

法

話

前

席

二

時

半

永
代
経
開
闢
法
要

法

話

後

席

初
参
式

五
月
十
九
日
（
日
）
参
加
者
募
集
！

宗
祖
降
誕
会
法
要
（
親
鸞
さ
ま
の
お
誕
生
お
祝
い
法
座
）
に
当
た

り
浄
土
寺
本
堂
に
於
い
て
浄
土
寺
聞
信
仏
教
婦
人
会
の
主
催
で
、

恒
例
の
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
二
歳
ま
で
の
初
参
式
を
行
い
ま
す
。

昨
年
の
一
月
以
降
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
赤
ち
ゃ
ん
は
是
非
と
も

仏
縁
に
会
う
初
参
式
を
お
受
け
に
な
る

よ
う
、
お
勧
め
致
し
ま
す
。
当
日
は
赤

ち
ゃ
ん
の
手
形
足
形
の
記
録
採
取
や
記

念
品
を
贈
り
ま
す
。

 

お
さ
そ
い

案
内

お
さ
そ
い

案
内

平
成

年
４
月

日
晩
席
よ
り

日
日
中
ま
で

31

20

21

浄
土
寺
総
永
代
経
法
要

講
師

桜
江
町

長
玄
寺

岡

本

広

樹

師

浄
土
寺
の
二
〇
一
九
年
度
の
主
な
行
事

一
月
・
元
旦
修
正
会
（
一
日
午
前
）
年
始

御
正
忌
（
十
六
日
）
十
五
日
晩
大
逮
夜

二
月
・
初
法
座
（
十
六
日
）
仏
教
入
門
講
座

仏
婦
総
会
（
二
十
四
日
）
毛
利
孔
晶
師

三
月
・
春
彼
岸
法
座
（
二
十
一
日
）
住
職

四
月
・
花
ま
つ
り
子
ど
も
会
（
七
日
）

・
永
代
経
法
要
（
二
十
日
～
二
十
一
日
）

講
師

桜
江
町

長
玄
寺

岡
本
広
樹
師

・
門
信
徒
総
会

二
十
一
日

十
時

五
月
・
降
誕
会
法
座(

十
九
日)

・
初
参
式

六
月
・
四
季
講

(

十
九
日)

藤
丸
智
雄
先
生

七
月
・
安
居
会

（
十
六
日
）
川
本
義
昭
師

八
月
・
盆
法
座

（
二
十
日
）
仏
教
入
門
講
座

九
月
・
秋
彼
岸
（
二
十
三
日
）
未
定

前
々
坊
守
祥
月
命
日
・
前
住
職
七
回
忌
法
要

十
月
・
芋
法
事
（
十
六
日
）
仏
婦
例
会
も
兼
ね
る

十

一

月・
報
恩
講
（
二
十
日
晩
～
二
十
一
日
）

仏
婦
報
恩
講
（
二
十
一
日
午
前
）

講
師

広
島

渡
邊
幸
司
師

十

二

月・
歳
末
法
座
（
十
六
日
）
仏
教
入
門
講
座

大
晦
日
（
三
十
一
日
）
除
夜
の
鐘
つ
き

十
一
時
半
か
ら

除
夜
の
鐘
・
夜
桜
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

写
真

今
年
は
暖
冬
い
う
こ
と
も
あ
り
、三
月
二
十

二
日
に
は
桜
が
咲
き
始
め
ま
し
た
。数
年
前

か
ら
浄
土
寺
で
も
桜
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
し

て
お
り
、毎
年
た
く
さ
ん
の
方
が
夜
桜
を
見

に
来
ら
れ
ま
す
。夜
十
時
ま
で
点
灯
し
て
い

ま
す
の
で
、今
回
見
逃
し
た
方
も
次
回
は
是

非
ご
覧
下
さ
い
。今
年
の
夜
桜
は
浄
土
寺
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
載
せ

て
い
ま
す
。こ
ち
ら
も
ご
覧
頂
き
「
い
い
ね
！
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ

さ
い
！

昨
年
十
二
月
三
十
一
日
午
後
十
一
時
半
よ
り
除
夜
の
鐘
つ
き
を

行
い
ま
し
た
。境
内
に
二
五
〇
本
の
竹
灯
籠
を
灯
し
、本
堂
で
温
か
い

「
甘
酒
」
を
振
る
舞
い
ま
し
た
。

浄
土
寺facebook

の
お
知
ら
せ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
始
め
ま
し
た

毎
月
の
法
座
や
子
ど
も
会
の
案
内
を
し
て
い
ま
す
。

「
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

島
根

浄
土
寺
」
で
検
索
し

て
み
て
下
さ
い
。

http://www.facebook.com/Johdoji

是
非

『
い
い
ね!

』
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
下
さ
い

現
在
、HP

も
作
成
中
。
近
日
中
に
公
開
予
定!!

▽

▲

▽

▲

▽

お

知

ら

せ

▲

▽

▲

▽

▲

永
代
経
懇
志
進
納
の
方
々
【
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
現
在
】

（
平
成
三
十
年
十
一
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
四
月
ま
で
）

慈
恵
院
釋
誓
妙（
俗
名:

井
上
恵
美
子
）施
主

高
畑

井
上
俊
宏

殿

慈
徳
院
釋
常
寿（
俗
名:

景
山
寿
徳
）

施
主

野
間

景
山
サ
チ
コ
殿

慈
秀
院
釋
浄
慧
（
俗
名:

原
田
秀
子
）
施
主

大
阪

堀
井
智
子

殿

忝
な
く
お
受
け
し
教
化
の
資
と
さ
せ
て
戴
き
ま
す

永
代
経
懇
志
と
は
故
人
が
今
生
で
お
念
仏
に
遇
い
、往
生
の
素
懐
を
遂
げ

た
証(

し
る
し)

で
あ
り
、こ
の
境
涯
で
の
形
見
を
上
置
き
と
し
て
遺(

の
こ)

す

意
味
で
あ
り
ま
す
。
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