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お
寺
の
境
内
の
広
葉
樹
も
短
い
秋
を
彩
っ
た
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に
冬

支
度
を
初
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
実
は
私
は
冬
の
枯
れ
木
の
様
が
好
き

で
す
。
春
の
若
葉
、
夏
の
勢
い
、
秋
の
彩
り
、
そ
し
て
季
節
と
共
に

黙
っ
て
粛
々
と
冬
支
度
。
そ
の
季
節
ご
と
の
生
き
る
様
子
が
潔
く
ま

た
い
じ
ら
し
く
思
え
る
の
で
す
。本
堂
に
掲
げ
て
あ
る
詩
額「
花
は
黙
っ

て
咲
き
黙
っ
て
散
っ
て
ゆ
く
」
は
柴
山
全
慶
老
師
の
傑
作
で
す
が
、
そ

の
と
き
そ
の
瞬
間
に
文
句
も
言
わ
ず
条
件
も
出
さ
ず
、
ひ
た
す
ら
懸

命
に
生
き
る
姿
の
美
し
さ
を
謳
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
生
き
る
べ

き
な
ど
と
声
高
に
言
う
こ
と
も
な
い
の
で
す
が
、
来
年
も
ま
た
一
日
一

時
、
一
生
懸
命
に
頑
張
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

近
所
に
出
来
た
葬
儀
会
場

の
チ
ラ
シ
を
何
気
な
く
見
て

い
る
と
「
ワ
ン
デ
ー
葬
儀
セ
ッ

ト
」
と
い
う
商
品
（
？
）
が

大
き
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
忙
し
い
御
葬
家
様
に･･･

」

「
費
用
を
抑
え
た
い
方
に･･･

」

「
列
席
者
が
少
な
い
お
葬
儀
に

･･･

」
と
説
明
文
。
喪
主
と

な
る
方
、
ま
た
御
遺
言
な
ど
で

「
通
夜
な
し
葬
儀
の
み
」
と
い

う
ス
タ
イ
ル
を
選
択
す
る
こ
と

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し

い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
て
今

か
ら
考
え
て
お
き
た
い
事
柄
だ

と
思
い
ま
し
た
。

　

死
者
儀
礼
、
い
わ
ゆ
る
葬

儀
式
や
法
要
な
ど
は
世
界
の

様
々
な
宗
教
で
も
必
ず
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
仏
教
で
行
う
葬
儀

式
の
起
源
は
「
涅
槃
経
」
な

ど
の
経
典
に
拠
っ
て
い
ま
す
。

お
釈
迦
様
は
亡
く
な
る
ま
え

に
自
身
の
葬
儀
を
「
転
輪
聖

王
の
葬
法
に
倣
え
」
と
御
遺

言
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
出

家
す
る
前
は
お
武
家
さ
ん
だ
っ

た
お
釈
迦
様
が
、「
大
げ
さ
に

す
る
こ
と
な
く
、
伝
統
的
な

方
法
で
当
た
り
前
に
や
れ
ば
よ

い
」
と
い
う
趣
旨
の
ご
発
言
で

す
。
つ
い
に
お
釈
迦
様
が
亡
く

な
る
と
、
知
ら
せ
が
送
ら
れ

ま
す
。
し
か
し
筆
頭
弟
子
の

迦
葉
尊
者
を
は
じ
め
、
各
地

で
布
教
を
し
て
い
る
弟
子
が
集

ま
る
の
に
は
七
日
の
時
間
が
必

要
で
し
た
。
そ
の
間
、
お
付
き

だ
っ
た
阿
難
尊
者
が
そ
の
お
体

を
清
め
、
香
を
焚
き
な
が
ら

皆
が
集
ま
っ
て
く
る
の
を
待
っ

て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
一

夜
を
死
者
と
共
に
過
ご
す
と

い
う
通
夜
の
始
ま
り
と
み
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

阿
難
尊
者
は
長
年
お
釈
迦

様
の
布
教
の
た
び
に
連
れ
添
っ

た
弟
子
で
し
た
。
お
説
教
は
も

ち
ろ
ん
、
お
釈
迦
様
と
の
二

人
だ
け
の
会
話
も
た
く
さ
ん

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
師
と
の

思
い
出
は
誰
よ
り
も
深
か
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
皆
が
集
ま
っ

て
く
れ
ば
、
葬
儀
や
火
葬
の

段
取
り
、
信
者
の
弔
問
の
相

手
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
亡
き
師
と
の
最
後
の
時

間
で
あ
る
七
日
間
、
今
の
う

ち
、
こ
の
静
か
な
ひ
と
と
き
の

う
ち
に
、
阿
難
尊
者
は
そ
れ
ら

の
思
い
出
、
御
教
え
を
一つ
一つ

思
い
出
し
、
自
分
の
心
に
刻
ん

で
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
阿

難
尊
者
に
と
っ
て
か
け
が
え
の

な
い
、
宝
物
の
時
間
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
通
夜
の

時
間
は
亡
く
な
っ
た
方
と
唯
一

ゆ
っ
く
り
と
過
ご
す
事
の
出
来

る
時
間
で
あ
り
ま
す
。
翌
日
に

は
仏
様
と
な
っ
て
御
浄
土
へ
向

か
わ
れ
る
。
お
顔
は
荼
毘
に
付

さ
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
今
の
う
ち
、
こ
の
静
か
な

ひ
と
と
き
の
内
に
亡
き
人
と
の

思
い
出
を
振
り
返
り
、
心
に

刻
む
こ
と
が
出
来
る
の
が
通
夜

と
い
う
時
間
な
の
で
す
。
だ
か

ら
是
非
、
お
通
夜
は
大
事
に

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の

で
す
。
お
忙
し
い
の
は
わ
か
り

ま
す
。
で
も
家
族
と
の
最
後
で

す
よ
。
費
用
が
気
に
な
る
の
も

わ
か
り
ま
す
。
で
も
節
約
は
出

来
る
し
、
実
際
は
そ
ん
な
に
変

わ
り
ま
せ
ん
よ
。
参
列
者
が

少
な
く
て
も
、
は
な
か
ら
そ
ん

な
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
の
で

す
。
た
と
え
一
人
で
も
（
僕
が

お
経
に
行
き
ま
す
か
ら
二
人
で

も
）
そ
の
時
間
が
か
け
が
え
の

な
い
、
取
り
戻
せ
な
い
大
事
な

ひ
と
と
き
で
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
は
な
い
の
で
す
。

　

ワ
ン
デ
ー
葬
儀
。
家
族
葬
。

直
葬
。
様
々
な
葬
儀
の
形
は
宣

伝
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
事
な

こ
と
は
亡
く
な
っ
た
方
と
ど
う

や
っ
て
お
別
れ
の
時
間
を
過
ご

し
た
い
か
、
過
ご
せ
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

死
者
を
送
る
、
そ
の
大
事

な
時
間
を
ど
う
過
ご
す
か
。
そ

の
と
き
ま
で
に
、
考
え
て
お
く

必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
迷
っ
た
ら
、
お
寺
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
ネ
。

　

先
日
あ
る
お
家
に
法
事
で
出

向
き
ま
し
た
。
二
年
前
、
奥

様
を
亡
く
さ
れ
た
喪
主
さ
ん
は

御
年
94
歳
。
矍
鑠
と
さ
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
法
事
の
時
は
地

方
に
住
む
ご
兄
妹
、
甥
っ
子
さ

ん
が
手
伝
っ
て
お
掃
除
し
、
い

つ
も
満
面
の
笑
み
で
お
迎
え
く

だ
さ
い
ま
す
。
こ
の
時
は
三
回

忌
。
い
つ
も
の
よ
う
に
き
れ
い

に
な
っ
た
仏
壇
を
前
に
読
経
し

ば
し
。
こ
の
方
は
元
大
学
教

授
で
、
し
か
も
お
父
上
は
お
寺

の
ご
出
身
。
私
の
後
ろ
で
一
緒

に
お
経
を
お
唱
え
く
だ
さ
い
ま

す
。
中
で
も「
観
音
経
世
尊
偈
」

と
い
う
長
い
お
経
ま
で
諳
ん
じ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
は
驚
き

ま
し
た
。
お
父
様
に
教
え
ら
れ

た
そ
う
で
、
今
で
も
し
っ
か
り

ご
記
憶
な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
お
経
を
終
え
、
お
茶
を
頂
い

て
い
る
と
き
に
フ
ト
、「
和
尚

さ
ま
に
一つ
教
え
て
頂
き
た
い
。

お
経
の
本
に
は
、
仏
法
僧
を
篤

く
敬
え
と
あ
り
ま
す
ね
。
仏
は

仏
様
、
法
は
教
え
の
こ
と
。
僧

と
い
う
の
は
お
坊
様
の
こ
と
で

す
か
？
」
と
ご
質
問
頂
き
ま
し

た
。「
昔
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
ナ
カ
ナ
カ
聞
け
る

人
が
居
な
か
っ
た
の
で
」
と
。

大
変
有
り
難
い
ご
質
問
で
す
。

「
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
仏
は
お

釈
迦
始
め
御
仏
の
こ
と
で
す
。

法
は
そ
の
教
え
。
そ
し
て
僧
と

い
う
の
は
坊
さ
ん
の
こ
と
で
は

な
く
、
仏
教
を
信
じ
る
仲
間

た
ち
、
仏
教
徒
の
こ
と
で
す
。

坊
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、
ご
主

人
や
ご
家
族
の
み
な
さ
ん
、
仏

教
を
信
心
す
る
人
全
て
の
皆
さ

ん
を
さ
し
ま
す
。
だ
か
ら
仏
法

僧
を
敬
え
、
と
言
う
こ
と
は
、

仏
教
徒
は
互
い
に
敬
い
あ
い
、

大
事
に
し
あ
い
な
さ
い
と
云
う

意
味
で
す
」
と
お
答
え
い
た
し

ま
し
た
。

　
「
ほ
お
ー
、
そ
う
い
う
こ
と

で
し
た
か
。
な
る
ほ
ど
、
大
変

納
得
が
い
き
ま
し
た
」
と
深
く

う
な
ず
か
れ
、
そ
し
て
す
ぐ
さ

ま
、
傍
ら
に
い
た
妹
さ
ん
を
拝

ん
で
「
あ
り
が
と
う
い
つ
も
ワ

ガ
マ
マ
を
聞
い
て
く
れ
て
」
と

手
を
合
わ
せ
た
の
で
す
。「
わ
た

し
は
あ
な
た
を
敬
っ
て
お
り
ま

す
ヨ
」
と
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら

合
掌
礼
拝
。
驚
き
な
が
ら
妹
さ

ん
も
ま
た
「
い
や
だ
あ
お
兄
さ

ん
た
ら
。
わ
た
し
も
お
兄
さ
ん

を
尊
敬
し
て
い
ま
す
ヨ
」
と
こ

れ
ま
た
手
を
合
わ
せ
て
ニ
コ
ニ

コ
。
甥
御
さ
ん
に
も
合
掌
、
甥

御
さ
ん
も
返
し
て
合
掌
。
そ
こ

に
居
た
方
み
ん
な
で
合
掌
し
合

い
、
ア
ハ
ハ
と
朗
ら
か
に
笑
う

の
を
み
て
、
あ
ま
り
の
有
り
難

さ
に
涙
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
私
も
あ
ら
た
め
て
皆
さ
ん

と
合
掌
礼
拝
し
あ
い
、
笑
顔
の

ま
ま
、
ご
自
宅
を
出
ま
し
た
。

　
七
仏
通
戒
偈
に
は
「
も
ろ
も

ろ
の
悪
を
作
す
こ
と
な
か
れ　

も
ろ
も
ろ
の
善
行
を
行
い
奉
る

べ
し
自
ら
其
の
意
（
こ
こ
ろ
）

を
浄
く
た
も
て　
こ
れ
す
な
わ

ち
仏
の
教
え
な
り
」
と
あ
り
ま

す
。
し
か
し
「
善
行
」
と
い
う

の
は
、
な
か
な
か
出
来
な
い
こ

と
で
す
。
席
を
譲
る
、
手
助
け

を
す
る
、
そ
う
い
っ
た
日
常
の

事
で
さ
え
、
気
恥
ず
か
し
さ
が

先
だ
っ
て
、
た
め
ら
っ
て
し
ま

う
事
も
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
こ
の
方
は
、
ご
自
分

の
お
年
や
輝
か
し
い
来
歴
に
か

か
わ
ら
ず
、
ま
っ
た
く
素
直
に

私
の
よ
う
な
若
造
に
教
え
を
請

わ
れ
、「
仏
法
僧
は
互
い
に
敬

い
合
う
こ
と
だ
」
と
い
う
一
言

を
聞
い
て
す
ぐ
さ
ま
、
そ
の
ま

ま
素
直
に
行
動
に
う
つ
さ
れ
た

の
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
自
ら

の
御
心
を
浄
く
保
た
れ
た
と
い

う
こ
と
で
、
そ
こ
に
、
ま
ご
う

事
な
き
仏
教
の
姿
が
現
れ
た
の

だ
と
思
う
の
で
す
。
良
い
行
い

な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
た
め
ら
わ

ず
に
行
う
こ
と
。
そ
こ
に
は
何

の
遠
慮
も
、
恥
ず
か
し
さ
も
関

係
な
い
の
で
す
。
私
自
身
で
出

来
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ

れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
教
え
て
い

た
だ
い
て
、
思
い
出
す
と
有
り

難
く
て
ま
た
涙
が
こ
ぼ
れ
そ
う

で
す
。

　

実
は
こ
の
方
は
、
一
月
あ
ま

り
後
、
愛
す
る
奥
様
の
元
に
御

旅
立
ち
に
な
り
ま
し
た
。
全
く

残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
今
で
も

こ
の
時
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ

ま
せ
ん
。
な
ん
て
幸
せ
な
ひ
と

と
き
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
本

当
に
坊
さ
ん
に
な
っ
て
良
か
っ

た
な
あ
、
勉
強
し
た
こ
と
が
お

役
に
立
っ
て
、
そ
し
て
仏
の
姿

と
は
ど
う
い
う
も
の
か
教
え
て

頂
い
た
な
あ
と
、
心
か
ら
思
え

て
き
ま
す
。
あ
の
震
え
る
よ
う

な
感
動
を
私
は
生
涯
忘
れ
な
い

で
し
ょ
う
。。

　

令
和
最
初
の
年
末
年
始

仏
事
に
関
す
る

四
　方
　

　山
　話

四
　方

　山
　話



　

宝
泉
寺
八
王
子
南
霊
園
、
新

八
王
子
南
霊
園
で
は
毎
年
春
に

墓
地
使
用
者
方
に
の
管
理
料
の

納
付
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

毎
年
春
に
、
振
込
用
紙
を
同
封

し
た
お
知
ら
せ
を
お
送
り
し
て

お
り
ま
す
が
、
平
成
三
十
一
年

度
分
管
理
料
を
ま
だ
お
納
め
頂

い
て
い
な
い
方
は
、
な
る
べ
く

速
や
か
に
御
納
付
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
過
去
の
納
付
状
況

や
各
お
問
い
合
わ
せ
は
宝
泉
寺

ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
管

理
料
は
数
年
分
ま
と
め
て
納
付

す
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。
ま
た

ご
事
情
の
あ
る
方
は
充
分
に
考

慮
し
対
応
い
た
し
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。　

　

過
日
、
九
月
三
十
日
、
先

代
住
職
藤
本　
　
　
　
（
享

年
75
）
の
小
祥
忌
、
い
わ
ゆ

る
一
周
忌
を
当
山
本
堂
に
て

行
い
ま
し
た
。
お
寺
の
住
職

の
法
要
は「
斎
会
」（
さ
い
え
）

と
呼
ば
れ
、
関
係
の
深
い
和

尚
様
を
お
招
き
し
、
行
わ
れ

ま
す
。
今
回
は
大
導
師
に
向

嶽
寺
派
管
長
瑞
松
軒
老
大
師

猊
下
を
お
迎
え
し
、
南
禅
寺

派
か
ら
三
十
名
を
超
え
る
和

尚
様
方
、
ま
た
私
の
修
業
時

代
の
同
期
た
ち
も
全
国
か
ら

集
ま
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

小
祥
忌
、
い
わ
ゆ
る
一
周

忌
は
「
礼
記
」
な
ど
に
よ
る

と
、
喪
中
の
半
分
の
期
間
を

経
た
と
き
に
行
う
も
の
で
、

生
活
の
規
範
等
が
厳
し
く
定

め
ら
れ
、
死
者
の
穢
れ
（
死

へ
の
恐
怖
、
畏
怖
）
の
障
り

も
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
期
間
無
事
に
過
ご
す
こ
と

が
出
来
た
こ
と
を
、
皆
で
喜

び
合
い
、
御
仏
に
感
謝
申
し

上
げ
る
の
が
習
わ
し
と
な
っ

て
い
ま
す
。
今
回
の
斎
会
も
、

晴
れ
や
か
な
中
、
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

誠
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
何
し
ろ
宝
泉
寺
で
正

式
な
斎
会
が
行
わ
れ
る
の
は

お
そ
ら
く
１
０
０
年
ぶ
り
の

こ
と
。
準
備
に
も
気
を
遣
っ

た
だ
け
に
感
無
量
で
す
。
今

回
は
催
行
の
都
合
上
、
檀
信

徒
の
皆
様
を
お
招
き
で
き
な

か
っ
た
の
が
残
念
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
古
式
に
従
っ

て
厳
粛
に
執
り
行
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

皆
様
の
お
心
遣
い
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
誠
に
有 

り

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
来
年

は
大
祥
忌
（
三
回
忌
）
を
行

い
ま
す
。

　

去
る
11
月
13
日
に
台
東
区

三
ノ
輪
の
月
洲
寺
様
に
て
お
坊

さ
ん
向
け
の
法
話
の
勉
強
会

を
開
い
て
頂
き
ま
し
た
。
中
央

道
の
運
転
に
は
大
分
慣
れ
て
き

ま
し
た
が
、
首
都
高
は
未
だ

に
緊
張
し
ま
す
。
八
王
子
で
お

世
話
に
な
る
ま
で
車
で
山
梨

を
出
た
こ
と
等
殆
ど
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
か
ら
、
そ
う
考
え

る
と
少
し
は
成
長
し
た
か
な

と
感
慨
深
い
で
す
。

講
師
に
宝
泉
寺
ご
住
職
を
お

迎
え
し
、
大
勢
の
和
尚
様
が

聴
講
に
来
ら
れ
て
の
盛
大
な

勉
強
会
で
あ
り
ま
し
た
。
参

加
さ
れ
た
各
和
尚
様
方
は
、

若
い
方
も
ベ
テ
ラ
ン
の
方
も
熱

意
を
も
っ
て
苦
心
、
工
夫
を
さ

れ
な
が
ら
普
段
の
お
話
を
さ
れ

て
い
る
ご
様
子
が
ひ
し
ひ
し
と

感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
勉

強
会
を
締
め
く
く
る
ご
住
職

の
熱
の
入
っ
た
講
義
に
、
皆
か

　

じ
り
つ
く
様
に
聞
き
入
っ
て
お

り
ま
し
た
。「
あ
っ
と
い
う
間

の
90
分
。
ま
だ
ま
だ
拝
聴
し
た

か
っ
た
」
と
早
く
も
第
二
回
の

要
望
が
強
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

準
備
を
さ
れ
る
ご
住
職
は
誠
に

大
変
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
も

第
二
回
開
催
を
熱
望
す
る
一
人

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

実
は
道
場
で
の
修
行
中
は
こ

う
い
う
お
話
の
勉
強
と
言
う
も

の
は
一
切
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
己

事
究
明
、
己
に
向
き
合
う
事

が
第
一
で
あ
る
か
ら
で
す
。
勿

論
道
場
か
ら
出
て
各
自
お
寺
に

戻
っ
て
か
ら
も
己
に
向
き
合
わ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、

そ
れ
と
並
行
し
て
外
に
も
向
き

合
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

し
か
し
最
早
叱
っ
て
く
れ
る
先

輩
も
お
り
ま
せ
ん
。
怠
け
よ
う

と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
怠
け
ら

れ
る
の
が
現
状
で
す
。　

正
直

に
申
し
ま
す
と
私
も
今
年
の
試

験
が
終
わ
っ
て
以
来
気
が
緩
ん

で
お
り
ま
し
た
。
今
回
の
勉
強

会
を
機
に
気
を
引
き
締
め
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
牛
腸
恵
海

檀信徒・霊園使用者各位に発行しています。

　

今
年
も
あ
と
わ
ず
か
と

な
っ
て
参
り
ま
し
た
が
皆
様

い
か
が
お
す
ご
し
で
し
ょ
う

か
。

　

こ
の
年
末
年
始
と
も
管

理
事
務
所
で
は
、
お
花
お

線
香
を
用
意
し
て
皆
様
を
お

待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
通
常
の
お
花
よ
り
大
き

な
も
の
も
事
前
に
ご
連
絡
い

た
だ
け
れ
ば
ご
用
意
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
墓

参
寺
に
気
に
な
っ
た
外
柵
の

ず
れ
や
目
地
の
欠
け
な
ど
の

修
理
、
墓
地
工
事
の
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
墓
石
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
も
承
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
と
り
あ
え
ず
の
見
積
も

り
だ
け
で
も
お
気
軽
に
管
理

事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

末
筆
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が

益
々
の
御
健
勝
を
お
祈
り
申

し
あ
げ
ま
す
。。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

畑　

山

　

  

　

   

　

今
年
2
月
九
十
三
歳
で
亡

く
な
っ
た
、
上
方
落
語
の
笑

福
亭
松
之
助
の
自
著
。
タ
レ

ン
ト
明
石
家
さ
ん
ま
の
お
師

匠
さ
ん
で
す
。
腕
白
な
が
ら

「
生
き
る
」
と
言
う
こ
と
に

つ
い
て
深
く
考
え
る
子
供
時

代
。
苦
し
み
な
が
ら
芸
を
磨

く
青
年
時
代
。
晩
年
は
禅
へ

の
造
詣
も
深
く
独
特
の
悟
り

さ
え
感
じ
さ
せ
る
。「
さ
ん

ま
が
あ
れ
ほ
ど
売
れ
る
の
は

今
、
こ
こ
、
に
一
生
懸
命
だ

か
ら
や
」
ヨ
シ
モ
ト
ブ
ッ
ク

ス
１
６
０
０
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   

オ
ス
ス
メ
図
書

｛つ｝
あ
い
う
え
お
用
語
辞
典

槌
砧
（
つ
い
ち
ん
）

　
法
要
に
於
い
て
仏
名
を
唱
え
る
と
き
に
打
ち
鳴
ら
さ

れ
る
木
槌
と
台
。
主
に
食
膳
を
真
前
に
供
え
る
と
き
に

用
い
ら
れ
る
。
当
山
の
「
槌
砧
」
は
先
代
住
職
が
若
い

と
き
に
庭
に
植
え
た
松
で
作
ら
れ
て
い
る
。
一
周
忌
に

合
わ
せ
て
、
住
職
が
作
り
ま
し
た
。
え
っ
へ
ん
。

令和二年　年忌表

令和元年（平成三十一年）に亡くなった人は  

平成二十六年に亡くなった人は

平成二十年に亡くなった人

平成十六年に亡くなった人は

平成十年に亡くなった人は

平成八年に亡くなった人は

昭和六十三年に亡くなった人は

昭和四十六年に亡くなった人は　

一周忌です

七回忌です 

十三回忌です

十七回忌です

二十三回忌です

二十七回忌です

 三十三回忌です

五十回忌です

お位牌などをご確認ください  法事の予約はお早めに

墓
地
管
理
料

　納
付
の
お
願
い

墓
地
管
理
料

　納
付
の
お
願
い

我が
輩は

我が
輩は

ニャンニャン
である。である。

境内の
パトロールは
日課だが、

八王子の冬は寒い。
すみやかに中に入れて

ほしい。

しかし忙しいとき、
玄関はなかなか
開かない。
仕方がないので
しばし待つ。

小
祥
忌（
一
周
忌
）厳
修

「
草
や
木
の
よ
う
に

  

生
き
ら
れ
た
ら
」

え
か
い

に
っ
き


