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お
盆
の
季
節
で
す

お
盆
の
季
節
で
す

　

本
年
五
月
の
熊
本
地
震
に

於
い
て
、
被
災
さ
れ
た
皆
様

に
先
ず
も
っ
て
お
見
舞
い
申

し
上
げ
、
お
亡
く
な
り
に
な

ら
れ
た
皆
様
、
ご
家
族
様
に

は
心
よ
り
哀
悼
の
意
を
申
し

上
げ
ま
す
。

　

天
災
に
遭
う
と
き
我
々
は

常
に
無
力
さ
を
痛
感
し
ま

す
。
平
和
な
日
常
を
送
っ
て

い
た
そ
の
刹
那
、
途
方
も
な

い
力
に
よ
っ
て
生
活
も
、
時

に
は
命
さ
え
も
奪
わ
れ
る
。

自
然
の
力
の
前
に
は
、
現
代

の
科
学
力
を
も
っ
て
し
て
も

全
く
太
刀
打
ち
で
き
な
い
現

実
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
し
か

な
い
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
中
に

あ
っ
て
、
東
北
の
人
た
ち
と

同
様
に
、
救
援
物
資
に
整
然

と
並
び
、
ま
た
、
被
災
者
自

ら
が
先
頭
に
立
っ
て
救
援
活

動
を
行
う
姿
に
胸
を
打
た
れ

ま
し
た
。「
つ
ら
い
け
ど
、
周

り
を
見
た
ら
も
っ
と
大
変
な

人
が
居
た
。
自
分
は
動
け
る

ん
だ
か
ら
何
で
も
や
り
ま
す

よ
」
そ
う
テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
答
え
た
青
年
に
、

生
き
る
力
、
命
の
美
し
さ
を

感
じ
ず
に
は
居
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

今
を
生
き
る
命
、
そ
し
て

そ
の
命
を
私
に
つ
な
い
で
く

れ
た
ご
先
祖
様
の
命
。
様
々

な
命
に
感
謝
す
る
の
が
お
盆

で
す
。
今
年
度
も
宝
泉
寺
の

盂
蘭
盆
会
は
お
盆
最
終
日
に

行
わ
れ
ま
す
。
是
非
ご
参
加

下
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は

宝
泉
寺
（
〇
四
二
―
六
六
一

―
三
三
五
三
）
ま
で
。

棚
経
の
ご
希
望
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

え
る
も
の
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
通
り
か
か
っ
た
人
は
誰

で
も
そ
の
ご
馳
走
を
食
べ
て
良

か
っ
た
。
縁
側
に
陣
取
っ
て「
あ

な
た
は
好
き
だ
か
ら
食
べ
て
良

い
け
ど
、
そ
っ
ち
の
あ
な
た
は

嫌
い
だ
か
ら
食
べ
ち
ゃ
だ
め
〜
」

な
ど
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
で

す
。つ
ま
り
自
分
の「
好
き
嫌
い
」

や
「
あ
あ
し
た
い
こ
う
し
た
い
」

と
い
う
思
い
（
我
欲
）
を
一
旦

停
止
し
て
、
無
差
別
に
施
し
を

す
る
こ
と
が
大
事
な
目
的
だ
っ

た
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で

結
果
的
に
果
報
が
戻
っ
て
く
る

の
で
す
ね
。

　

お
盆
の
行
事
は
自
分
の
家
の

仏
さ
ま
、
ご
先
祖
様
を
お
迎
え

し
、
お
も
て
な
し
す
る
行
事
で

す
が
、
本
当
は
自
分
の
先
祖
だ

け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
仏
さ
ま
、

目
に
見
え
な
い
精
霊
た
ち
、
ま

た
仏
弟
子
（
生
き
て
い
る
私
た

ち
同
士
）
ど
う
し
が
無
条
件
で

施
し
あ
う
行
事
な
の
で
す
。「
こ

れ
は
家
の
だ
か
ら
ホ
カ
の
人
は

食
べ
ち
ゃ
だ
め
！
」
な
ど
と
、

自
分
の
思
い
ば
っ
か
り
振
り
か

ざ
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
目

連
の
お
母
さ
ん
が
落
ち
て
い
た

の
は
欲
張
り
を
戒
め
る
餓
鬼
道

で
し
た
。
欲
し
い
欲
し
い
だ
け

が
欲
張
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
意
見
ば
か
り
主
張
し
た

り
、
世
の
中
の
善
し
悪
し
を
勝

手
に
決
め
つ
け
た
り
す
る
の
も
、

欲
張
り
の
行
い
で
す
。
う
ー
ん
、

そ
ん
な
人
、ケ
ッ
コ
ウ
い
ま
す
ね
エ
。

　

仏
説
盂
蘭
盆
経
は
最
後
に
こ

う
述
べ
て
い
ま
す
。「
百
味
の
飲

食
を
用
意
し
て
盂
蘭
盆
の
中
に

お
き
、
お
互
い
に
施
し
あ
え
ば
、

現
在
の
父
母
の
寿
命
百
年
に
し

て
病
無
く
、
一
切
の
苦
悩
の
憂

い
無
く
、
そ
れ
ば
か
り
か
七
世

前
の
父
母
か
ら
ず
っ
と
、
餓
鬼

の
苦
を
逃
れ
て
天
人
の
中
に
生

ま
れ
、
福
楽
窮
ま
る
こ
と
ま
ち

が
い
な
し
。
毎
年
夏
に
は
、
ま

さ
に
孝
慈
を
も
っ
て
父
母
を
思

い
、
盂
蘭
盆
会
を
行
い
、
以
て

父
母
の
長
養
慈
愛
の
恩
に
報
ぜ

よ
」

　

今
年
も
ま
も
な
く
お
盆
で

す
。
己
の
欲
張
り
を
反
省
し
て
、

お
た
が
い
さ
ま
の
心
を
持
っ
て
、

夏
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。私
も
し
っ

か
り
反
省
シ
マ
ス･･･

。

　

お
盆
の
行
事
の
根
拠
と
し

て
用
い
ら
れ
る
お
経
が
あ
り
ま

す
。
仏
説
盂
蘭
盆
経
と
い
う
お

経
で
す
。
三
世
紀
頃
の
中
国
初

期
の
仏
教
界
を
代
表
す
る
訳
僧

（
経
典
を
翻
訳
す
る
専
門
家
）

で
様
々
な
お
経
を
イ
ン
ド
の
言

葉
か
ら
漢
語
に
訳
し
た
竺
法
護

（
じ
く
ほ
う
ご
）
と
い
う
人
が

残
し
た
お
経
で
す
。
こ
の
中
に
、

盂
蘭
盆
の
起
源
と
な
っ
た
お
話

が
出
て
き
ま
す
（
宝
泉
寺
報
第

一
号
参
照
）

　

お
釈
迦
様
の
高
弟
、
目
連

尊
者
が
神
通
力
を
も
っ
て
今
は

亡
き
お
母
さ
ん
の
様
子
を
調
べ

て
み
る
と
、
何
と
地
獄
の
餓

鬼
道
に
落
ち
て
責
め
苦
に
苦
し

ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
餓
鬼
道
は
生
前
、「
欲
張

り
」
で
あ
っ
た
報
い
を
受
け
る

と
こ
ろ
で
、
一
切
の
食
事
を
す
る

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
目
連
も

骨
と
皮
ば
か
り
に
な
っ
た
母
に
、

椀
に
盛
っ
た
ご
飯
を
差
し
入
れ

る
の
で
す
が
、
母
が
左
手
で
そ

の
椀
を
受
け
取
り
、
右
手
で
食

べ
よ
う
と
す
る
と
た
ち
ま
ち
ご

飯
が
燃
え
て
し
ま
い
炭
に
な
っ
て

食
べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で

す
。
目
連
を
そ
の
哀
れ
さ
に
号

泣
し
て
、
お
釈
迦
様
に
ど
う
し

た
ら
母
を
救
え
る
の
か
訪
ね
ま

す
。「
目
連
よ
、
で
は
修
行
僧

が
大
勢
来
る
夏
の
時
期
に
合
わ

せ
、
世
の
中
の
美
味
し
い
も
の

を
集
め
て
あ
ら
ゆ
る
修
行
者
に

施
し
な
さ
い
。
修
行
者
は
坐
禅

し
お
経
を
読
ん
で
潔
斎
し
て
こ

の
施
し
を
受
け
な
さ
い
。
そ
う

す
れ
ば
、
母
は
三
途
の
川
の
苦

し
み
か
ら
抜
け
出
し
解
脱
し
て

仏
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ

う
」
修
行
者
た
ち
は
塔
に
こ
も
っ

て
坐
禅
し
、
祈
り
を
捧
げ
、
そ

れ
か
ら
目
連
の
用
意
し
た
ご
馳

走
を
戴
き
ま
し
た
。
目
連
と
修

行
者
た
ち
は
布
施
行
の
有
り
難

さ
を
身
に
し
み
て
感
じ
、
互
い

に
喜
び
合
い
ま
し
た
。
す
る
と
、

目
連
の
母
も
こ
の
功
徳
に
よ
っ
て

餓
鬼
の
苦
し
み
か
ら
抜
け
出
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

目
連
の
お
母
さ
ん
が
地
獄
で

責
め
苦
に
遭
っ
て
い
た
様
子
を

「
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
」
と
い
い
、
こ

れ
が
現
在
の
盂
蘭
盆
（
ウ
ラ
ボ

ン
）お
盆
の
語
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

面
白
い
の
は
、
お
母
さ
ん
を

救
う
た
め
に
、
一
見
お
母
さ
ん
と

は
全
く
関
係
な
い
「
あ
ら
ゆ
る

修
行
者
」
に
施
し
を
す
る
必
要

が
あ
っ
た
、と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

修
行
者
も
理
由
の
い
か
ん
に
関

わ
ら
ず
黙
っ
て
施
し
を
受
け
て
い

ま
す
。
じ
つ
は
目
連
の
「
お
母

さ
ん
を
救
い
た
い
！
」
と
す
る

心
も
、
ま
た
我
欲
で
あ
り
ま
し

た
。
欲
が
過
ぎ
る
た
め
に
落
と

さ
れ
た
餓
鬼
道
か
ら
母
を
救
い

出
す
た
め
に
は
、
一
旦
そ
の
思
い

か
ら
離
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で

す
。
だ
か
ら
直
接
に
は
な
ん
の
関

わ
り
も
な
い
者
た
ち
に
、
己
の

欲
を
離
れ
て
施
し
を
し
、
ま
た

そ
れ
を
無
心
で
受
け
て
も
ら
う

こ
と
が
大
事
な
こ
と
だ
っ
た
の
で

す
。
無
欲
に
な
っ
て
行
動
す
る
こ

と
が
結
果
的
に
は
大
き
な
功
徳

を
積
む
こ
と
に
な
り
、
よ
う
や

く
お
母
さ
ん
を
救
い
だ
す
こ
と

が
出
来
た
わ
け
で
す
。

　

も
と
も
と
、
お
盆
の
飾
り
で

あ
る
精
霊
棚
（
写
真
参
照
）
は

自
分
の
家
の
中
で
は
な
く
、
庭

先
な
ど
か
ら
外
向
き
に
し
つ
ら

法法

話話
「
父
母
の
寿
命
百
年
に
し
て
病
無
く･･･

」

　ず）」を供える
⑥膳をつくり供える
⑦その他、そうめん、果物など夏
　の食物を供えください。お盆セ
　ットがスーパーなどで売ってい
　ますが、詳しくは住職までお気
　軽にお問い合わせください！

お盆の精霊棚の飾り付け一例です。ご参考にしてください。
①テーブルにマコモを敷く
②四方に笹を立て麻縄で結ぶ
③位牌香炉燭台花等を飾る
④茄子や胡瓜で馬と牛を作る
⑤蓮葉に夏野菜の粗みじん切
　りと生米を乗せる「水の子
　（みずのこ）」、椀に清水を
　満たした「閼伽水（あかみ

①

②
③
④

⑤⑥

③

⑦

　

本
年
度
の
巡
教
は
４
月
末
、
広

島
県
三
次
市
吉
舎
地
方
。
臨
済
宗

仏
通
寺
派
に
属
す
る
５
ヶ
寺
の
施

餓
鬼
法
要
に
合
わ
せ
て
の
法
話
で
し

た
。
こ
の
あ
た
り
は
人
口
減
少
に
悩

む
、
い
わ
ゆ
る
「
限
界
集
落
」
と
い

わ
れ
る
地
域
。
ご
住
職
様
が
た
の
悩

み
は
や
は
り
檀
家
衆
が
減
っ
て
い
く

こ
と
だ
そ
う
で
す
。
人
が
減
る
と
ど

う
し
て
も
護
寺
は
難
し
く
な
る
も
の

で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
ご
住
職
が
仕

事
を
掛
け
持
ち
し
、
家
族
と
お
寺

を
守
っ
て
お
い
で
で
し
た
。
ど
の
お

寺
も
寺
域
は
清
浄
、
威
儀
が
乱
れ
る

こ
と
も
無
く
、立
派
な
法
要
で
し
た
。

特
に
85
才
に
な
る
老
僧
は
、
老
人

ホ
ー
ム
で
暮
ら
し
な
が
ら
毎
日
、
山

頂
に
あ
る
お
寺
ま
で
通
い
、
掃
除
と

法
務
を
欠
か
さ
な
い
そ
う
で
す
。「
健

康
の
秘
訣
や
あ
」
と
朗
ら
か
に
笑
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
が
な
か
な
か
出
来

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
寺
を

守
る
、
菩
提
を
守
る
こ
と
の
責
任
の

重
い
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た
、
充
実

し
た
５
日
間
で
し
た
。



檀信徒・霊園使用者各位に発行しています。

　

不
安
定
な
天
候
の
日
が
津

好
き
ま
す
が
皆
様
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

梅
雨
が
明
け
る
と
お
盆
の

時
期
が
や
っ
て
参
り
ま
す
。

管
理
事
務
所
で
も
お
花
お
線

香
を
用
意
し
て
皆
様
の
墓
参

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
の

で
是
非
ご
利
用
下
さ
い
。

　

前
号
に
て
紹
介
し
た
お
寺

の
猫
の
シ
ル
バ
ー
ち
ゃ
ん
を

覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で

し
ょ
う
か
？

　

最
近
は
朝
一
番
に
来
て
お

や
つ
の
お
ね
だ
り
を
し
て
、

も
ら
え
る
と
す
ぐ
に
お
寺
に

戻
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
た
ま
に
気
が
向
く

と
お
昼
ぐ
ら
い
ま
で
事
務
所

で
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
る
こ
と

も
あ
る
の
で
す
が
「
ネ
コ
は

気
ま
ぐ
れ
だ
か
ら
し
ょ
う
が

な
い
け
ど
つ
れ
な
い
な
あ
」

と
か
「
ち
ょ
っ
と
さ
み
し
い

で
す
ね
」
な
ど
と
事
務
所
の

皆
で
話
を
し
て
い
ま
す
。

　

末
筆
で
は
あ
り
ま
す
が

益
々
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。　

　
　
　

管
理
事
務
所　

畑
山

　

臨
済
宗
の
住
職
に
し
て
芥

川
賞
作
家
、
玄
侑
宗
久
師
の

一
冊
で
す
。
木
魚
や
お
袈
裟
、

本
堂
の
飾
り
や
修
行
道
具
な

ど
、
お
寺
に
ま
つ
わ
る
「
モ

ノ
」
を
通
し
て
、
そ
こ
に
込

め
ら
れ
た
禅
的
意
味
や
、
そ

れ
を
使
う
禅
僧
の
思
い
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も

と
檀
信
徒
の
方
向
け
に
書

か
れ
た
本
で
す
か
ら
、
と
て

も
面
白
く
読
ん
で
戴
け
る
と

思
い
ま
す
。
ご
興
味
を
持
っ

た
道
具
が
あ
っ
た
ら
、
当
山

で
実
際
に
見
る
こ
と
が
出
来

る
！
お
得
！
一
五
〇
〇
円
。

霊
園
管
理
事
務
所
か
ら

霊
園
だ
よ
り

宝泉寺　０４２（６６１）３３５３　ホームページ：http://www.housenji.net/　　E-mail：info@housenji.net   

｛し｝
あ
い
う
え
お
用
語
辞
典

（
じ
は
つ
・
持
鉢
）

　

主
に
修
行
僧
が
食
事
の
時

に
使
う
食
器
。
ど
ん
ぶ
り
サ

イ
ズ
か
ら
小
皿
ま
で
五
枚

セ
ッ
ト
。
こ
れ
を
重
ね
て
収

納
し
て
常
い
ま
す
。
飯
、
汁
、

菜
を
取
り
分
け
て
決
し
て
音

を
立
て
ず
に
。
最
後
は
熱
い

番
茶
を
注
い
で
鉢
を
洗
い
、

そ
の
お
茶
も
飲
み
干
し
ま
す
。

米
一
粒
葉
一
枚
無
駄
な
く
戴

く
禅
僧
の
食
事
に
は
欠
か
せ

な
い
一
品
。
食
事
も
修
行
な

の
で
す
ナ
。

　

今
号
か
ら
し
ば
ら
く
、
お

釈
迦
様
の
お
亡
く
な
り
に
な

る
様
子
を
描
い
た
、
い
わ
ゆ

る
「
涅
槃
図
」
を
見
な
が
ら
、

お
話
を
し
て
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
は
29
才
で
出

家
、
35
才
で
お
悟
り
を
啓
か

れ
て
後
、
約
45
年
間
、
各
地

を
廻
り
そ
の
教
え
を
説
き
続

け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は「
人

間
の
苦
悩
」
を
知
り
、
そ
の

苦
し
み
か
ら
一
人
で
も
多
く

の
人
々
を
救
い
た
い
と
い
う

思
い
か
ら
で
し
た
。
80
才
の

時
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
と
い
う
町

の
外
れ
に
着
い
た
と
き
、
遂

に
最
後
を
お
迎
え
に
な
ら
れ

ま
す
。
そ
の
様
子
を
描
い
た

の
が
「
涅
槃
図
」
で
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
涅
槃
図
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
が
、
い
く
つ

か
の
決
ま
り
事
が
あ
り
ま

す
。

①
臥が

に
ょ
ら
い

如
来
（
横
た
わ
る
お
釈

　

迦
様
）

②
満
月
（
命
日
２
月
15
日
は

　

満
月
だ
っ
た
）

③
河
（
ピ
ラ
ン
ヤ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー

　

河
）

④
四
本
の
沙さ

ら
そ
う
じ
ゅ

羅
双
樹
（
双
樹

　

な
の
で
８
本
描
か
れ
る
）

⑤
ベ
ッ
ト
（
宝
牀
）

⑥
錫し

ゃ
く
じ
ょ
う
杖
（
旅
の
途
中
で
あ
っ

　

た
か
ら
）

⑦
ふ
く
さ
（
中
に
は
鉢
が
）

⑧
マ
ヤ
夫
人
（
無
く
な
っ
た

　

お
母
さ
ん
が
お
迎
え
に
）

⑨
嘆
き
悲
し
む
52
種
類
の
生

　

き
物
た
ち

　

ま
ず
、
中
央
に
横
た
わ
っ

た
姿
で
描
か
れ
る
お
釈
迦

様
。
い
ま
ま
さ
に
涅
槃
に
入

ろ
う
と
す
る
ご
様
子
で
す
。

涅
槃
と
は
完
全
な
る
静
寂
の

世
界
、
安
心
の
世
界
で
す
。

肉
体
を
離
れ
、
罪
科
を
離
れ

て
究
極
の
世
界
に
入
る
、
そ

れ
が
仏
教
の
考
え
る
「
死

後
の
世
界
」
で
す
。
我
々
は

肉
体
を
持
て
生
き
て
い
る
以

上
、
他
の
生
き
物
の
命
を

奪
っ
て
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
そ
う
い
う
根
源
的
な

罪
を
負
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

病
に
苦
し
み
、
老
い
に
苦
し

む
、
こ
の
現
実
世
界
か
ら
完

全
に
解
き
放
た
れ
て
、
一
切

の
心
配
事
の
な
い
世
界
に

入
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
極
楽

浄
土
に
入
っ
て
い
く
。
お
釈

迦
様
は
死
期
を
悟
る
と
「
あ

あ
、
や
っ
と
安
心
の
世
界
に

い
け
る
」
と
つ
ぶ
や
い
た
そ

う
で
す
。
自
分
の
一
生
を
充

分
に
行
き
尽
く
し
た
者
だ
け

が
吐
け
る
言
葉
で
す
ね
。

　

沙
羅
双
樹
の
静
か
な
林
の

中
。
空
に
は
美
し
い
満
月
。

そ
の
優
し
い
光
の
中
で
苦
し

い
体
を
横
た
え
る
お
釈
迦

様
。
北
か
ら
南
に
向
か
っ
て

流
れ
る
川
の
上
流
に
頭
を
向

け
、
心
臓
に
負
担
が
か
か
ら

な
い
よ
う
に
右
を
下
に
し
て

い
ま
す
。
こ
の
と
き
頭
が
北

に
向
い
て
い
た
こ
と
か
ら
い

わ
ゆ
る
「
北
枕
」
に
な
っ
て

い
ま
す
。「
北
枕
」
と
い
う
と

縁
起
が
悪
い
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
は

お
葬
式
の
時
に
亡
く
な
っ
た

人
を
北
枕
に
寝
か
せ
る
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
ほ

ん
と
う
は
、
お
亡
く
な
り
に

な
っ
た
方
を
お
釈
迦
様
と
同

じ
よ
う
に
寝
か
せ
る
た
め
の

北
枕
な
ん
で
す
。
仏
さ
ま
を

丁
重
に
扱
う
作
法
で
あ
る
わ

け
で
す
。
実
は
ア
ジ
ア
地
域

で
は
北
が
最
も
上
位
に
当
た

る
そ
う
で
す
。
そ
い
う
え
ば

高
貴
な
方
は
北
を
背
に
し
て

臣
下
に
向
か
い
合
う
。
お
寺

の
ご
本
尊
も
北
を
背
に
し
て

い
ま
す
ね
。
ま
た
枕
の
向
き

は
「
東
貧
西
福
南
短
北
長
」

（
東
枕
は
貧
乏
、
西
枕
は
裕

福
、
南
枕
は
短
命
で
北
枕
は

命
長
し
）
な
ど
と
言
わ
れ
て
、

じ
つ
は
北
枕
は
本
当
は
と
て

も
縁
起
の
良
い
、
有
り
難
い

寝
方
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
北

枕
、
大
い
に
結
構
。
み
な
さ

ん
は
ど
っ
ち
枕
で
寝
て
ま
す

か
？

　

い
ま
わ
の
際
、
の
ど
の
渇

き
を
訴
え
ら
れ
た
お
釈
迦
様

は
お
弟
子
の
ア
ナ
ン
に
水
を

所
望
さ
れ
ま
す
。
し
か
し

あ
い
に
く
河
は
濁
っ
て
い

る
。
し
か
し
ど
う
に
も
の
ど

が
渇
く
。
三
度
ア
ナ
ン
が
水

を
く
み
に
行
く
と
、
果
た
せ

る
か
な
河
は
澄
み
、
き
れ
い

な
水
を
差
し
上
げ
る
こ
と
が

出
来
た
。
お
釈
迦
様
は
そ
の

水
を
美
味
し
そ
う
に
飲
ん
で

お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
。
最

後
に
口
に
さ
れ
た
の
が
お
水

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
で

は
末
期
の
水
と
し
て
、
ご
遺

体
の
口
を
し
め
ら
せ
て
差
し

上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
本
来
は
亡
く
な
る
直
前

に
水
を
飲
ま
せ
て
あ
げ
る
も

の
の
で
す
ね
。

　

去
り
ゆ
く
愛
す
る
人
に
、

お
釈
迦
様
と
同
じ
よ
う
に
最

後
を
迎
え
さ
せ
て
や
り
た

い
、
そ
の
思
い
が
末
期
の
水

で
あ
り
、
北
枕
で
あ
っ
た
の

で
す
。
現
代
に
も
残
る
葬
儀

の
作
法
は
実
は
お
釈
迦
様
の

ご
様
子
に
倣
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
。 

次
号
に
続

き
ま
す
。

オ
ス
ス
メ
図
書

「
禅
寺
モ
ノ
語
り
」
　玄
侑
宗
久

　春
秋
社

大 事 な お 知 ら せ

　当山併設「葬祭場宝泉寺別院」が使用料金改定

を行いました。檀信徒の皆様は今後、霊安室、式

場使用料共に無料となります。これにより、これ

までより更にお金の心配をせずにキチンと儀式を

行えるものと思います。

　当山発行「宝泉寺報」も11号。檀信徒代表者

の方にお送りしておりますが、出来ればたくさん

の方にお読み戴き、仏事の参考にして戴きたいと

思っております。次の世代を受け継ぐ方やご親戚

の方など、無料で送り致します。ぜひお申し込み

下さいませ。電話メール FAXなど随時。
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涅槃図


