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福
鈴
ま
つ
り
、
今
年
も
開
催
し
ま
す
。
詳
し
く
は
別
紙
ご
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　　

餘
慶
寺
は
比ひ
え
い
ざ
ん

叡
山
が
総
本
山
の
天
台
宗
で
あ
り
ま
す
。
学

校
に
校
歌
が
あ
る
よ
う
に
、
天
台
宗
に
は
宗し
ゅ
う
か歌
が
あ
り
ま
す
。

　
　

明あ
き

ら
け
く　

後の
ち
の
仏ほ
と
けの
御み

よ世
ま
で
も

　
　

光ひ
か

り
つ
た
へ
よ　

法の
り
の
と
も
し
び

　

こ
れ
は
日
本
天
台
宗
を
開
か
れ
た
伝で
ん
ぎ
ょ
う
だ
い
し

教
大
師
最
澄
が
若
か

り
し
頃
、
一
人
比
叡
山
に
籠こ

も
り
、
庵い
お
りを
結む
す

ん
で
修
行
す
る
こ

と
を
志
こ
こ
ろ
ざし
、
そ
の
誓ち
か
い
を
詠よ

ん
だ
聖せ
い
く句
で
あ
り
ま
す
。
時
に
延

暦
七
年
（
七
八
八
年
）、
最
澄
二
十
二
才
、
今
か
ら
一
二
二
七

年
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

最
澄
は
慈じ

ひ悲
の
光
が
、
あ
ま
ね
く
世
の
中
を
照
ら
し
、
後の
ち

の
世
ま
で
も
仏
の
教
え
が
及
び
ま
す
よ
う
に
と
願
い
、
灯と
う
み
ょ
う明を

点と
も

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
思
い
は
現
代
に
も
引
き
継
が
れ
、
こ
こ
餘
慶
寺
で
は

水み
ず
ま
つ祭
り
万
灯
会
に
、
三さ
ん
が
い
ば
ん
れ
い

界
万
霊
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る

も
の
へ
灯と
も
し
び火
を
献さ
さ

げ
ま
す
。

　

餘
慶
寺
万
灯
会
へ
、
ど
う
ぞ
お
詣
り
く
だ
さ
い
。

万ま
ん
と
う
え

灯
会

　
　

～
祖そ

し師
の
志
を
今
に
引
き
継
ぐ
～

恵
亮
院
よ
り

　

毘
沙
門
天
王
縁
日
護
摩
祈
祷

　
　
（
於　

恵
亮
院
毘
沙
門
堂
）

　
　

毎
月
三
日　

午
前
十
時
～

本
乘
院
よ
り

　

写
経
会
（
於　

本
乘
院
客
殿
）

　
　

毎
月
第
三
日
曜
日

　

四
月
～
十
月　

午
前
六
時
～

定
光
院
よ
り

　

大
聖
歓
喜
天
縁
日（
於　

定
光
院
）

　
　

毎
月
十
五
日　

早
朝
よ
り

　

※
病
気
平
癒
等
の
ご
祈
祷
は
随
時

　
　

受
付
し
て
い
ま
す
。

　

薬
師
縁
日
（
於　

薬
師
堂
）

　
　

毎
月
八
日　

午
前
十
時
～

　
　
（
八
月
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　
　

護
摩
供
養
を
し
て
い
ま
す
。

　
　

ご
祈
祷
の
お
申
し
込
み
は
随
時

　
　

納
経
所
へ
お
願
い
し
ま
す
。

　

観
音
縁
日
（
於　

本
堂
）

　
　

毎
月
十
八
日　

午
前
八
時
～ 

　
　

み
ん
な
で
観
音
経
を
あ
げ
ま
す
。

　
　

お
経
本
は
本
堂
に
あ
り
ま
す
の

　
　

で
、
お
気
軽
に
お
詣
り
く
だ
さ

　
　

い
。

各
院
か
ら
の
お
知
ら
せ

餘
慶
寺
か
ら
の
お
知
ら
せ

山さ

ん

げ

え

家
会
（
本
堂
）

　

六
月
三
日
（
水
）
十
六
時

　
　
　

四
日
（
木
）
八
時

　

日
本
天
台
宗
の
開
祖
伝
教
大
師
最
澄

さ
ま
の
命
日
法
要
で
す
。
前
夜
の
法
要

を
併
せ
「
伝
教
大
師
和
讃
」
を
お
唱
え

し
ま
す
。

写し
ゃ
き
ょ
う
え

経
会
（
本
堂
）

　

七
月
一
日
（
水
）

　
　
　
　
　

～
三
日
（
金
）
五
時

　

早
朝
の
さ
わ
や
か
な
空
気
の
中
、
心

を
落
ち
着
け
て
写
経
を
し
ま
し
ょ
う
。

毎
日
、
法
話
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
期
間

中
の
日
中
も
写
経
が
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
ご
用
意
を
し
て
お
り
ま
す
。
六
月

二
十
五
日
（
木
）
ま
で
に
各
院
ま
た
は

納
経
所
へ
志
納
金
三
千
円
を
添
え
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

愛あ

た

ご

え

宕
会
（
愛
宕
社
）

　

七
月
二
十
三
日
（
木
）

　

愛
宕
社
に
火
難
を
防
ぐ
神
様
と
し
て

祀ま
つ
ら
れ
る
将
軍
地
蔵
の
お
祭
り
で
す
。

当
日
は
年
一
回
の
ご
開
扉
が
あ
り
ま
す
。

初は
つ
ぼ
ん
く
よ
う
え

盆
供
養
会
（
本
堂
）

　

八
月
十
五
日
（
土
）

　

亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
最
初
に
迎
え
る

お
盆
を
初
盆
と
い
い
、
ね
ん
ご
ろ
に
供

養
す
る
も
の
で
す
。
餘
慶
寺
で
は
本
堂

に
て
初
盆
供
養
会
を
お
こ
な
っ
て
い
ま

す
。
今
年
初
盆
を
迎
え
ら
れ
る
方
へ
ご

案
内
を
お
送
り
し
ま
す
。

水
祭
り
・
施せ

が

き

え

餓
鬼
会

　
　
　
　

   

（
本
堂
）

八
月
二
十
九
日
（
土
）　

十
七
時

　
　

万ま
ん
と
う
え

灯
会
（
境
内
）　

十
九
時

　

夏
を
締
め
く
く
る
、
ご
先
祖
様
を
供

養
す
る
法
要
で
す
。
お
接
待
と
楽
し
い
イ

ベ
ン
ト
も
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
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よ
け
い
じ
寺
子
屋
好
評
開
講
中
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

境
内
の
様
子

　

ハ
ス
・
ス
イ
レ
ン
の
季
節
が

近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
餘
慶
寺

で
も
葉
が
生
い
茂
り
、
蕾つ
ぼ
み
が

少
し
ず
つ
膨ふ
く

ら
ん
で
き
て
い
ま

す
。
六
月
～
七
月
に
か
け
て
見

頃
に
な
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ

お
詣
り
く
だ
さ
い
。

　

境け
い
だ
い内
の
ハ
ス
が
次
々
と
開
花
を
迎
え
る
頃
、
七
月
一

日
～
三
日
の
早
朝
五
時
よ
り
、
餘
慶
寺
「
写
経
会
」
が

行
わ
れ
ま
す
。

　

す
が
す
が
し
い
朝
の
ひ
と
と
き
の
中
、
一
文
字
一
文

字
に
心
を
こ
め
て
つ
づ
る
写
経
会
に
参
加
さ
れ
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
初
日
と
二
日
目
は
観か
ん
の
ん
き
ょ
う

音
経
の
一
部

（
偈げ
も
ん文
）
を
、
三
日
目
は
般は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

若
心
経
を
写
し
ま
す
。
そ

の
後
、
餘
慶
寺
会
館
へ
静
か
に
移
動
し
て
、
三
日
間
と

も
に
朝あ
さ
が
ゆ粥
の
お
接
待
を
い
た
し
ま
す
。
全
て
の
行
事
は

午
前
六
時
半
に
終
了
予
定
で
す
。

　

な
お
、
参
加
に
は
準
備
の
都
合
上
、
事
前
の
申
込
み

（
志
納
金
三
千
円
）が
必
要
で
す
。是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

写し
ゃ
き
ょ
う
え

経
会
に
ご
参
加
下
さ
い　

　

Ｊ
Ｒ
大お

お
ど
み富
駅
～
上
寺
山

　
　
　
　
　
　

順
路
案
内
板
完
成

　

上う
え
て
ら
さ
ん

寺
山
へ
遠
路
よ
り
文
化
財
探た
ん
ぼ
う訪
や
霊
れ
い
じ
ょ
う
じ
ゅ
ん
ぱ
い

場
巡
拝
で
訪
れ
る

方
々
の
う
ち
、
公
共
交
通
機
関
を
使
っ
て
来
ら
れ
る
方
は
、

最も

よ寄
り
駅
と
し
て
Ｊ
Ｒ
赤
穂
線
「
大
富
駅
」
を
下
車
さ
れ
る

の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
先
の
道
中
で
「
道
に
迷
っ
た
」
と
い
う

声
を
よ
く
耳
に
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
こ
の
た
び
上
寺
山
を
良
く
す
る
会
、
瀬
戸
内
市
、
邑

久
町
観
光
協
会
、
そ
し
て
土
地
所
有
者
の
ご
協
力
を
得
て
、

順
路
案
内
板
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

魅
力
あ
る
瀬
戸
内
市
を
Ｐ
Ｒ
す
る
一
環
と
し
て
、
上
寺
山
へ
の

案
内
表
示
が
役
立
つ
こ
と
と

期
待
し
て
お
り
ま
す
。
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
皆
様
、
紙

面
を
お
借
り
い
た
し
ま
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
合
掌

水
祭
り
に
お
き
ま
し
て
、

古
い
塔
婆
・
・
・
お
焚
き
上
げ
を
い
た
し
ま
す
。

古
い
盆
提
灯
・
・
お
祀
り
い
た
し
ま
す
。

八
月
に
な
り
ま
し
た
ら
、
本
堂
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

昨年の境内の様子
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積
善
五
十
号
発
刊
に
あ
た
っ
て

　
　

岡
山
教
区
布
教
研
修
所
所
長　

山
本
亮
裕　

餘
慶
寺
広
報
「
積
善
」
第
五
十
号
の
発
行
を
心
よ
り

お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
「
積
善
」
は
、
餘
慶
寺
と
壇
信
徒
皆
様
の
強
い
繋

が
り
を
求
め
発
行
さ
れ
内
容
も
大
変
充
実
し
て
お
り

ま
す
。
年
間
行
事
等
を
詳
し
く
知
っ
て
頂
き
、
ご
理

解
い
た
だ
き
、
皆
様
の
信
仰
生
活
の
一
助
に
な
る
も

の
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
餘
慶
寺
様
と
壇
信
徒
皆
様
と
の
繋
が
り

の
パ
イ
プ
役
と
し
て
期
待
い
た
し
ま
す
。

　

積
善
に
感
謝

　
　
　

上
寺
山
を
良
く
す
る
会
会
長　

有
森　

剛

　
「
上
寺
山
を
良
く
す
る
会
」
は
、
餘
慶
寺
・
豊
原

北
島
神
社
・
地
域
の
関
係
者
に
よ
っ
て
、
平
成
十
二

年
に
前
組
織
（
上
寺
を
良
く
す
る
会
）
を
改
め
て
発

足
し
た
会
で
す
。

　

会
の
目
的
は
、

一　

文
化
財
の
調
査
・
保
護
・
啓
蒙

　
　
（
両
詣
・
寺
宝
展
等
の
実
施
、
図
録
等
の
発
刊
）

二　

環
境
の
整
備

　
　
（
森
の
除
間
伐
・
植
樹
・
遊
歩
道
等
の
整
備
、

　
　

 

作
業
小
屋
・
駐
車
場
等
の
建
設
、
照
明
設
備  

       

の
設
置
）

　

こ
れ
等
の
実
施
・
利
用
に
つ
い
て
の
広
報
・
啓
発

を
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
「
積
善
」
で
し
た
。

　
「
積
善
五
十
号
」
の
発
刊
に
当
り
、
今
後
共
相
互

協
力
し
、
上
寺
山
の
充
実
発
展
へ
向
け
て
努
力
し
ま

し
ょ
う
。

　

お
祝
い
の
言
葉

　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
議
会
議
員　

神
宝
謙
一

　
「
積
善
」
第
五
十
回
記
念
号
発
刊
、
心
よ
り
お
祝

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

発
刊
に
あ
た
り
ご
尽
力
さ
れ
た
方
々
に
尊
敬
を
表

し
ま
す
。

　

平
成
十
五
年
四
月
積
善
の
発
刊
は
、
私
が
県
議
会

議
員
に
初
当
選
し
た
同
じ
年
で
す
の
で
愛
着
を
感
じ

て
い
ま
し
た
し
、
ひ
と
く
ち
法
話
は
、
た
い
へ
ん
勉

強
に
な
り
ま
し
た
。

　

古
き
を
温
ね
て
新
し
き
を
知
る
の
と
お
り
、
今
後

も
多
く
の
人
々
に
愛
読
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
お

祝
い
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

岡
山
市
議
会
議
員　

成
本
俊
一

　
「
積
善
」
第
50
回
記
念
号
発
刊
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

今
、
世
は
厳
し
く
変
動
し
、
市
民
の
方
々
は
大
変

な
生
活
に
な
っ
て
い
る
様
に
思
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
の
今
回
の
「
積
善
」
の
発
刊
、
私
は
期

待
の
心
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
市
民
の
心
を
い

た
わ
る
、
ま
た
相
手
の
気
持
ち
が
わ
か
る
人
間
に
な

り
た
く
思
い
ま
す
。

　

世
の
中
が
、
平
和
で
あ
り
全
て
の
方
が
幸
せ
に
な

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

心
か
ら
今
回
の
発
刊
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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今後とも、よろしくお願いします！

①
一
日
一
生

②
ス
イ
ー
ツ
巡
り
、
ス
ポ
ー
ツ
観
戦

③
各
国
の
世
界
遺
産

④
上
寺
で
の
生
活
も
七
年
目
に
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
壇

信
徒
の
方
々
や
地
域
の
方
々
に
顔
を
覚
え
て
い
た
だ
き

嬉
し
く
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
り
一
層
精
進
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
小
確
幸

②
読
書
（
ジ
ャ
ン
ル
は
様
々
）

③
岩
手
県
花
巻
市
（
宮
澤
賢
治
の
ふ
る
さ
と
）

④
今
年
五
十
歳
に
な
り
ま
す
。
い
つ
の
間
に
か
亡
く
な
っ

た
父
の
年
を
こ
え
ま
し
た
。
人
生
は
最
後
ま
で
坂
の
上

の
雲
を
追
っ
て
登
り
続
け
る
の
が
こ
れ
か
ら
の
生
き
方

だ
そ
う
で
す
。
が
ん
ば
り
ま
す
。

①
真
摯

②
読
書
（
小
説
な
ど
）、
機
械
や
工
芸
品
な
ど
の
観
賞
、

ス
キ
ー

③
世
界
各
地
の
遺
跡

④
上
寺
は
県
下
で
も
最
大
級
の
規
模
と
古
い
歴
史
を
持
つ

お
寺
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
長
年
に
わ
た
る
檀
信
徒

の
支
え
の
お
か
げ
と
感
謝
を
し
、
伝
統
を
守
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

①
七
転
八
起

②
パ
ソ
コ
ン
、
食
べ
歩
き

③
全
国
霊
場
巡
り

④
七
年
間
に
亘
る
比
叡
山
で
の
修
行
も
最
後
の
一
年
に
な

り
ま
し
た
。
よ
り
一
層
の
精
進
を
重
ね
ま
す
。

①
今
日
あ
る
こ
と
を
感
謝
し
よ
う

②
生
け
花

③
大
宇
宙
（
ち
っ
ぽ
け
な
地
球
を
眺
め
て
み
た
い
）

④
仏
様
か
ら
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
私
た
ち
で
す
。
四
苦

八
苦
の
あ
る
中
に
も
今
日
こ
う
し
て
生
活
で
き
て
い
る

こ
と
に
感
謝
し
ま
し
ょ
う
。

①
一
身
弁
じ
難
く
衆
力
成
じ
易
し

②
里
山
と
し
て
の
上
寺
山
の
観
察
と
整
備

③
仏
の
世
界

④
里
山
整
備
を
通
じ
て
、
地
域
の
方
々
と
親
し
み
、
お
寺

に
も
足
を
運
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

①
陰
徳

②
風
景
や
植
物
の
写
真
撮
影

③
寺
巡
り

④
壇
信
徒
及
び
地
域
共
有
財
産
で
あ
る
歴
史
あ
る
餘
慶
寺

を
次
世
代
へ
引
継
ぐ
よ
う
お
互
い
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

①
不
惜
身
命

②
油
絵
、
写
真

③
イ
ン
ド
、
タ
イ
、
北
海
道

④
平
成
元
年
に
住
職
を
拝
命
し
て
、
は
や
二
十
七
年
。
感

謝
と
報
恩
の
気
持
ち
で
、
再
出
発
致
し
ま
す
。

①
座
右
の
銘　
　
　
　

②
趣
味　
　

③
行
っ
て
み
た
い
所　

④
何
か
一
言

山
内
僧
侶
に
聞
い
て
み
ま
し
た
！
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毎
月
十
八
日
は
観
音
縁
日
。
午
前
八
時
よ
り
観
音
経
を
読
誦
し
ま
す
。

ひ
と
く
ち
法
話

普
通
で
あ
る
こ
と

　

今
号
で
「
積
善
」
は
五
十
号
を
む
か
え
ま
し
た
。
年
四
回
季
節
ご
と
の

発
行
で
す
か
ら
十
二
年
半
続
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
皆

様
の
ご
協
力
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

さ
て
五
十
と
い
え
ば
、
五
十
回
忌
と
い
う
言
葉
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。

亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
一
周
忌
、
三
回
忌
と
法
事
を
重
ね
て
い
っ
た
後
に
、

半
世
紀
と
い
う
長
い
月
日
が
流
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
父
母
、
祖
父
母
、

き
ょ
う
だ
い
、
子
ど
も
、
妻
、
夫
・
・
・
ど
な
た
を
お
ま
つ
り
さ
れ
て
い

る
か
に
よ
っ
て
思
い
は
異
な
る
で
し
ょ
う
。
い
つ
の
間
に
か
五
十
年
た
っ

て
い
た
の
か
、
や
っ
と
五
十
年
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
人

そ
れ
ぞ
れ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
父
母
の
五
十
回
忌
を
お
つ
と
め
す
る
と
い
う
事
は
、
不
幸
に
も

早
く
に
死
に
別
れ
た
と
い
う
事
で
も
あ
り
ま
す
が
、
幸
い
に
も
今
ま
で
生

き
て
こ
の
日
を
迎
え
る
事
が
で
き
た
と
い
う
事
で
も
あ
り
ま
す
。

　

今
の
世
の
中
を
見
て
い
ま
す
と
本
当
に
次
の
瞬
間
に
何
が
起
こ
る
か
予

想
が
つ
き
ま
せ
ん
。
老
い
は
誰
に
で
も
お
と
ず
れ
ま
す
が
、
病
気
や
け
が

は
思
い
が
け
ず
や
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
自
然
災
害
、
交
通
事
故
、
犯
罪
、

海
の
向
こ
う
で
は
戦
争
、
テ
ロ
・
・
・
本
当
に
痛
ま
し
い
出
来
事
が
日
々

起
き
て
い
て
、
私
た
ち
の
こ
の
「
普
通
の
生
活
」
と
い
う
も
の
は
、
何
か

危
う
い
紙
一
重
の
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気

に
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ「
普
通
」で
あ
る
こ
と
は「
有
り
難
い（
あ

り
が
た
い
）」
の
で
す
。

　

五
十
年
間
の
色
々
な
出
来
事
、
苦
も
楽
も
全
て
ひ
っ
く
る
め
て
今
自
分

が
在
る
こ
と
に
感
謝
し
お
つ
と
め
す
る
こ
と
が
、
五
十
回
忌
と
い
う
一
つ

の
節
目
を
迎
え
る
に
あ
た
り
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

九
州
へ
の
団
参
報
告　

　

こ
の
度
、
餘
慶
寺
団
参
と
し
て
上
寺
の
梵ぼ
ん
し
ょ
う鐘が
出
品
さ
れ
て
い
る
九

州
国
立
博
物
館
と
、
百
八
観
音
霊
場
三
ヶ
寺
の
巡
拝
に
一
泊
二
日
（
四
月

二
十
三
日
～
二
十
四
日
）
で
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
両
日
共
に
お
天
気
に

恵
ま
れ
、
有ゆ
う
い
ぎ

意
義
な
旅
行
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
梵
鐘
に
つ
き
ま
し
て
は

新
発
見
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
秋
の
餘
慶
寺
寺
宝
展
に
て
、
特
別
講
演

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
楽
し
み
に
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
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百八観音霊場ホームページ　http://108kannon.jp/

毎
月
第
二
日
曜
日 

午
後
二
時
よ
り
阿
弥
陀
堂
に
て
納
骨
堂
説
明
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

編
集
後
記

　

餘
慶
寺『
積
善
』

も
本
号
で
五
十
号

を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
こ

れ
も
ひ
と
え
に
、

壇
信
徒
の
皆
様
の

お
陰
と
存
じ
上
げ

て
お
り
ま
す
。

　

今
後
も
皆
様
の

た
め
に
な
る
情
報

を
発
信
し
て
い
き

ま
す
の
で
、『
積

善
』
を
末
永
く
ご

愛
読
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま

す
。

 
十
三
仏
に
つ
い
て 

～
阿
弥
陀
如
来
～

　

阿あ
み
だ
に
ょ
ら
い

弥
陀
如
来
（
三
回
忌
）

　

三
回
忌
の
仏
さ
ま
は
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
で
す
。
太
陽
が
沈
む
西
の
方
角
に
阿

弥
陀
さ
ま
が
お
ら
れ
る「
極ご
く
ら
く
じ
ょ
う
ど

楽
浄
土
」と
い
う
世
界
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
の
両
脇
に
は
観か
ん
の
ん
ぼ
さ
つ

音
菩
薩
さ
ま
（
百
か
日
）
と
勢せ
い
し
ぼ
さ
つ

至
菩
薩
さ
ま
（
一

周
忌
）
が
並
び
ま
す
。

　
「
阿
弥
陀
経
」
と
い
う
お
経
の
中
に
「
一い
っ
し
ん
ふ
ら
ん

心
不
乱
に
念
仏
を
念
ず
れ
ば
、
臨り
ん
じ
ゅ
う終

の
時
に
阿
弥
陀
如
来
が
多
く
の
聖し
ょ
う
じ
ゅ衆と
共
に
お
迎
え
に
来
ら
れ
、
極ご
く
ら
く
お
う
じ
ょ
う

楽
往
生
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
亡
く
な
ら
れ
た
ご
先
祖
さ
ま
は
極
楽
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
仏
に

な
る
た
め
の
修
行
を
し
て
い
ま
す
。

　

上
寺
の
檀だ
ん
け家
さ
ん
の
仏ぶ
つ
だ
ん壇

に
、
ご
本ほ
ん
ぞ
ん尊
さ
ま
と
し
て
お

祀
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
阿
弥
陀
さ
ま
で
す
が
、
こ

れ
に
は
ご
先
祖
さ
ま
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
と
い
う

意
味
と
、
ご
先
祖
さ
ま
に
感

謝
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り

ま
す
。

今
後
の
予
定

☆
『
上
寺
の
建
物
に
つ
い
て
』　　
　
　
　
　
　
　

六
月
六
日（
土
）

　
　
　
　
　

講
師　

本
乘
院
住
職　
　
　
　
　
　
　

小
林
周
伸
師

☆
『
仏
教
絵
画
を
鑑
賞
す
る
、
そ
し
て
伝
え
る
』

　
　
　
　　
　
　
　

　

　

六
月
二
十
八
日（
日
）

　
　
　
　
　

講
師　

岡
山
県
立
美
術
館
学
芸
課
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
田
利
枝
子
先
生

☆『
上
寺
の
仏
像
に
つ
い
て
』　　
　
　
　
　
　　
七
月
十
八
日（
土
）

　
　
　
　
　

講
師　

本
乘
院
住
職　
　
　
　
　
　
　

小
林
周
伸
師

☆『
餘
慶
寺
古
文
書
読
解　

巻
之
三（
仮
）』　
七
月
二
十
六
日（
日
）

　
　
　
　
　

講
師　

瀬
戸
内
市
教
育
委
員
会 

社
会
教
育
課　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
村
上
岳
先
生

※
聴
講
無
料
で
す
。
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
参
加
下
さ
い
。

　

八
月
は
お
盆
期
間
中
の
た
め
、
寺
子
屋
は
お
休
み
し
ま
す
。

  

よ
け
い
じ
寺
子
屋
だ
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
場　

餘
慶
寺
会
館
（
十
四
時
～
）

　

寺
子
屋
写
真
館


