
1
月
1
日
（
水
）
〜
3
日
（
金
）

　
　
　

 

お
墓
参
り
さ
れ
る
皆
様
へ

◆
墓
地
の
開
閉
時
間
に
つ
い
て

　
　
開
門
時
間　
６
時
30
分

　
　
閉
門
時
間　
17
時

◆
お
供
え
に
つ
い
て

　
○
　
お
供
え
も
の
は
お
供
え
さ
れ
た

　
　
当
日
に
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
き
ま

　
　
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。
　

◆
駐
車
場
に
つ
い
て 

　
○
　
墓
所
周
辺
の
道
路
は
駐
車
禁
止

　
　
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
お
正
月
期

　
　
間
は
警
察
に
よ
る
取
り
締
ま
り
が

　
　
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
別
院
講
堂
前
駐
車
場
が
満
車
の

　
　
場
合
は
、
南
側
の
別
院
境
内
に
駐

　
　
車
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致

　
　
し
ま
す
。

６３

天
満
別
院 

院
議
会
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
谷
　
淳
也

　　「
い
く
つ
に
な
ら
れ
た
か
、

                    

念
仏
を
申
さ
れ
よ
」

　
79
歳
の
蓮
如
上
人
は
、
年
頭
の
ご
挨

拶
に
来
ら
れ
た
門
弟
の
道
徳
に
対
し
て

開
口
一
番
こ
う
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。『
蓮
如
上
人
御
一

代
記
聞
書
』
の
最
初
に
こ
の
段
が
あ
る

こ
と
は
、
こ
の
内
容
が
何
よ
り
も
蓮
如

上
人
の
教
え
の
基
本
を
示
し
て
い
る
と

も
言
え
ま
し
ょ
う
。

　
新
年
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
自

分
が
一
つ
年
を
と
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
限
り
あ
る
人
生
の
節
目
と
も
言
え

ま
す
。
人
生
の
旅
路
の
な
か
で
足
下
を

見
失
わ
な
い
よ
う
に
と
の
言
葉
、「
あ

な
た
は
何
歳
に
な
ら
れ
た
の
で
す
か
、

お
念
仏
を
申
し
ま
し
ょ
う
」
の
教
言
は

静
か
に
響
い
て
き
ま
す
。

　
本
年
は
4
月
17
日
（
木
）
か
ら
20
日

（
日
）
に
「
大
阪
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人

御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０

年
慶
讃
法
要
」を
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。

ま
た
一
年
を
通
じ
て
「
慶
讃Year

」

と
し
て
様
々
な
行
事
な
ど
が
ご
ざ
い
ま

す
。
ぜ
ひ
慶
讃
法
要
に
参
詣
し
、
私
自

身
の
生
き
方
を
見
つ
め
直
し
、
深
い
ご

縁
に
感
謝
し
つ
つ
「
御
同
朋
御
同
行
」

と
し
て
ご
一
緒
に
お
念
仏
申
し
ま
し
ょ

う
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

  

本
年
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

 

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

　
　

　
輪
　
番
　
　
　
　
奥
林
　
曉
　

　
列
座 

兼 

会
計
　 

山
元
　
教
悟

　
　
　
　

　
列
　
座
　
　
　
　
出
原
　
大
乗

　
　
　
　

　
列
　
座
　
　
　
　
堀
河
　
実
誓

　　
嘱
　
託
　
　
　
　
山
名
　
彰
英

　
事
務
員
　
　
　
　
植
村
　
美
恵
子

　
　
　
　

　
墓
地
職
員
　
　
　
黒
田
　 

直
樹

　
　

　
墓
地
職
員
　
　
　
貝
沼
　
義
弘

　
墓
地
職
員
　
　
　
柴
原
　
武
史

　
新
規
墓
地
・

　
　
　
　
合
祀
墓
納
骨
の
ご
案
内

　
現
在
、
別
院
で
は
真
宗
の
御
門
徒
の

墓
地
使
用
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
別
院
の
由
緒
を
敬
慕
し
崇
敬
護

持
に
協
力
す
る
門
徒
、
及
び
信
徒
の
墳

墓
と
し
て
合
祀
墓
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
多
く
の
方
々
に
ご
利
用
い
た
だ
き
た

く
御
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
儀
式
執
行
は
別
院
職
員
が
行
い
ま

す
。
墓
地
の
お
求
め
、
納
骨
等
詳
し
く

は
寺
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

    

新
生
児  

初
参
り
し
ま
せ
ん
か

　
赤
ち
ゃ
ん
を
授
か
っ
た
ら
、
仏
さ
ま

に
感
謝
と
ご
挨
拶
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
初
参
り
と
は
、
古
来
よ
り
勤
め
ら
れ

て
き
た
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
初
め
て

の
お
仏
事
で
す
。
時
期
な
ど
は
決
ま
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。

　
別
院
で
は
新
生
児
初
参
り
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
家
族
お
揃
い
で

お
参
り
く
だ
さ
い
。

　
晨
朝
（
お
あ
さ
じ
）
に

　
　
　
　
　
　
　
参
り
ま
し
ょ
う

　
別
院
で
は
、
毎
朝
７
時
45
分
か
ら
本

堂
に
て
お
勤
め
が
あ
り
ま
す
。

　
お
勤
め
本
は
別
院
で
用
意
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
土
曜
日
、
日
曜
日
に
は
職
員
と

ご
門
徒
に
よ
る
感
話
が
あ
り
ま
す
。

　
感
話
と
は
日
頃
感
じ
た
こ
と
を
10
分

程
度
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で

す
。

　
ど
な
た
様
で
も
お
参
り
い
た
だ
け
ま

す
の
で
、
一
日
の
始
ま
り
を
ぜ
ひ
晨
朝

か
ら
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
皆
様
の
ご
参
詣
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

　
　
　

　
　
　
　
副
会
長　
　
小 

糸    

正 

洋

　
　
　
　
会　
計　
　
加 

藤　

 

良 

三

　
　
　
会
計
監
査   　
上 

野　

 

雄 

造

　
　
　
会
計
監
査　

   
下 
川　

 

勝 

造　
　

　
　

　
◆
別
院
婦
人
部

　
　
　
　
部　
長　
　
傍 

島　

 
恭 
子

　
　
　
　
副
部
長　
　
林　
　

  

綾 
子　

　
　
　
　
会　
計　
　
根 

本　

 

和 

子

　
◆
教
化
委
員
会

　
　
法
要
部
会
長　
　
善 

澤　

 

信 

成

　
　
研
修
部
会
長　
　
洲 

﨑　

 

善 

範

　
　
広
報
部
会
長　
　
松 

井　

 

聰

　
　
青
年
部
会
長　
　
間 

野　

 

淳 

雄

　
◆
墓
地
委
員
会

　
　
　
　
会　
長　
　
八
十
島  

義 

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷　

     

康 

司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸 

田　

 

晴 

夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
根 

本　

 

卓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

　
　
　
　
　
　
　

ࠠ࣋

　
大
阪
教
区
慶
讃
法
要
団
体
参
拝　

　
来
る
、４
月
17
日（
木
）〜
20
日（
日
）

に
「
大
阪
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生

八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃

法
要
」
が
難
波
別
院
（
南
御
堂
）
で
勤

ま
り
ま
す
。
慶
讃
法
要
は
、
宗
祖
親
鸞

聖
人
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
だ
さ
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
「
浄
土
の
真
宗
」
と

い
う
み
教
え
を
私
た
ち
に
遺
し
て
下

さ
っ
た
こ
と
を
「
慶
び
讃
え
る
」
御
仏

事
で
す
。

　
天
満
別
院
門
徒
会
で
は
4
月
20
日

（
日
）
に
団
体
参
拝
を
計
画
し
て
お
り

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
ご
案
内
申
し
あ
げ
ま
す
。
詳
細
は
改

め
て
、
機
関
紙
『
六
字
城
』
に
て
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
当
日
は
、御
門
首
出
仕・参
堂
列
（
稚

児
行
列
）・
子
供
報
恩
講
な
ど
が
勤
ま

り
ま
す
。
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そ
の
後
、
内
陣
に
て
職
員
が
実
際
に

打
敷
を
お
荘
り
し
て
い
る
所
を
見
学
し

な
が
ら
講
師
か
ら
の
解
説
を
聞
か
れ
、

時
折
講
師
に
質
問
を
投
げ
か
け
な
が
ら

約
2
時
間
の
講
習
会
を
終
え
ま
し
た
。

　
打
敷
は
寺
院
に
お
い
て
御
命
日
や
特

別
な
法
要
の
時
に
お
掛
け
す
る
こ
と
が

多
い
で
す
が
、
実
際
正
し
い
荘
厳
を
習

う
場
は
少
な
く
今
ま
で
独
自
の
お
荘
り

を
し
て
い
た
と
い
う
話
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
　
　

　
正
し
い
こ
と
を
学
ん
だ
上
で
、
自
坊

な
ど
で
や
り
や
す
い
方
法
に
変
え
て
い

く
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
と
改
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ඊࠠએ

㭽
㭽

╵
㮛

　  　
大
切
な
方
が
お
浄
土
へ
還
ら
れ
た
日

（
地
域
に
よ
っ
て
は
そ
の
前
日
）
を
１

日
目
と
し
て
数
え
て
49
日
目
を
四
十
九

日
と
言
い
ま
す
が
、
真
宗
で
は
満
中

陰
と
言
い
ま
す
。
初
七
日
・
二
七
日
・

三
七
日
・
四
七
日
・
五
七
日
（
三
十
五

日
と
も
言
い
ま
す
）・
六
七
日
・
七
七

日
（
満
中
陰
）
と
、
七
日
ご
と
に
中
陰

の
お
勤
め
を
し
ま
す
。
最
近
で
は
還
骨

勤
行
と
一
緒
に
初
七
日
を
行
う
こ
と
が

多
く
な
り
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
も
初
七

日
の
日
程
が
近
く
、
再
度
皆
さ
ん
が
集

ま
る
の
は
大
変
だ
か
ら
と
い
う
理
由
な

の
で
し
ょ
う
。

　
仏
教
の
考
え
方
と
し
て
、
中
陰
の
七

　　
能
登
半
島
地
震
募
金
報
告　

　　
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
甚

大
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る
状
況
を
受

け
、
被
災
地
の
支
援
の
一
助
と
な
る
よ

う
、
被
災
地
救
援
募
金
箱
の
設
置
を
本

堂
と
墓
地
事
務
所
で
行
い
ま
し
た
。
　

皆
さ
ま
か
ら
、
総
額
９
１
、４
３
４
円

（
10
月
22
日
ま
で
）
の
心
温
か
い
救
援

金
が
集
ま
り
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
皆
様
か
ら
お
預
か
り
し
た
救
援
金
は

大
阪
教
務
所
を
通
じ
て
被
災
地
へ
全
額

寄
付
い
た
し
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ま
の

温
か
い
ご
支
援
に
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ

ま
す
。

日
ご
と
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修

羅
・
人
・
天
と
い
っ
た
六
道
の
ど
こ
に

生
ま
れ
変
わ
る
か
と
い
う
審
判
が
行
わ

れ
、
四
十
九
日
に
最
後
の
審
判
が
下
さ

れ
ま
す
。
七
日
ご
と
の
お
勤
め
は
そ
の

審
判
の
後
ろ
楯
と
し
て
勤
め
ら
れ
る
と

い
う
考
え
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か

し
、
真
宗
に
お
い
て
は
「
釋
」
の
字
を

い
た
だ
き
、
お
釋
迦
さ
ま
の
弟
子
と
な

り
お
浄
土
へ
と
生
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
中
陰
の
七
日
ご
と
の
お
勤

め
は
審
判
の
為
で
は
な
く
、
仏
縁
を
い

た
だ
く
大
切
な
も
の
と
し
て
勤
め
ら
れ

ま
す
。

　
よ
く
三
か
月
に
ま
た
が
る
の
で
五
七

日
（
三
十
五
日
）
に
満
中
陰
を
さ
れ
る

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、「
始
終

苦
（
四
十
九
）
労
が
身
（
三
）
に
付
く

（
月
）」
と
い
う
単
な
る
語
呂
合
わ
せ
で

あ
り
迷
信
で
す
。
せ
っ
か
く
仏
法
と
ご

縁
を
い
た
だ
く
日
を
わ
ざ
わ
ざ
減
ら
す

の
は
勿
体
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　　  （
第
14
組
　
妙
隆
寺  

辻
岡  

慶
順
）

四
十
九
日
と
は
？
㭽

４５

　
東
本
願
寺
「
宮
御
殿
・
桜
下
亭
」
特
別
公
開

　
２
０
２
５
年
の
「
京
の
冬
の
旅
」
に

て
、
東
本
願
寺
の
諸
殿
の
中
か
ら
「
宮

御
殿
」
と
「
桜
下
亭
」
の
特
別
公
開
を

左
記
の
通
り
行
い
ま
す
。「
京
の
冬
の

旅
」
は
、
京
都
市
・
京
都
市
観
光
協
会

が
主
催
し
、
今
回
で
59
回
目
を
迎
え
る

歴
史
あ
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　
今
回
、
東
本
願
寺
で
は
、
通
常
非
公

開
の
諸
殿
「
宮
御
殿
」
と
「
桜
下
亭
」

の
２
カ
所
の
公
開
を
実
施
し
ま
す
。（
ど

ち
ら
も
重
要
文
化
財
）
ま
た
、「
僧
侶

の
案
内
に
よ
る
特
別
拝
観
」
も
期
日
限

定
で
開
催
し
ま
す
。
詳
し
く
は
京
の
冬

の
旅
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

　
０
７
５
ー
５
８
５
ー
５
１
８
１

　
　
　
　
　
　
記
　

　
期
　
間
　
　
１
月
10
日
（
金
）
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
3
月
18
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　
　

　
場
　
所
　
　
真
宗
本
廟（
東
本
願
寺
）

　　
費
　
用
　
大
人
８
０
０
円

　
　
　
　
　
子
供
４
０
０
円

ࠠ࣋

        

修
正
会
（
初
詣
り
）

　
1
月
1
日
（
水
）
〜
3
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　
　
８
時
よ
り

　
年
頭
挨
拶
　
輪
番
　
奥
林 

曉

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
１
日
の
み
）

　
ご
家
族
揃
っ
て
初
詣
り
に
は
、
別
院

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
お
供
え
さ

れ
た
お
酒
の
お
な
が
れ
が
ご
ざ
い
ま

す
。ぜ
ひ
み
な
さ
ん
お
参
り
の
際
に
は
、

お
召
し
上
が
り
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

　
　
１
月  

定
例
法
話

　　
定
例
法
話
で
は
多
彩
な
講
師
陣
が
分

か
り
や
す
く
真
宗
の
み
教
え
を
お
話
し

し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
１
月
は
左
記
の

通
り
開
催
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
記
　

　
日
　
時
　
　
１
月
24
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　 

　  

　
13
時
30
分

　
場
　
所
　
　
天
満
別
院
　
本
堂

　
御
講
師
　
第
18
組
　
圓
林
寺

　
　
　
　
　
　
　  

池
田
　
剛 

師

　
講
　
題
「
と
り
か
え
し

　
　
　
　
　
　
　
と
り
か
え
し 

き
く
」

Q&A

　
天
満
別
院　
新
年
会
に
つ
い
て

　
恒
例
の
別
院
新
年
会
を
左
記
の
日
程

に
て
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　
是
非
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご
出

席
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
ご
案
内
申
し

上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
記

日
　
時
　
　
　
1
月
11
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
６
時
よ
り

場
　
所
　
　
　
寿
司
処
　
海
ど
う

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
石
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
ー
２
ー
９

　
天
満
橋
駅
４
番
出
口
よ
り
徒
歩
１
分

会
　
費
　
　
　
お
一
人
５
，
０
０
０
円

　
別
院
関
係
者
の
皆
様
に
は
先
月
号
に

同
封
さ
れ
て
い
ま
す
ご
案
内
を
確
認
い

た
だ
き
、
F

 

A

 

X
、
ま
た
は
お
電
話
に

て
1
月
6
日
（
月
）
ま
で
に
出
席
の
ご

連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　内陣にて打敷の荘厳の様子を見学

　
　法

要
部
会
主
催

　
　
　
　
　
公
開
講
習
会
開
催

　
去
る
12
月
12
日
（
木
）
に
天
満
別
院

教
化
委
員
会
法
要
部
会
主
催
に
よ
る
打

敷
に
つ
い
て
の
公
開
講
習
会
が
行
わ
れ

13
名
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ご
講
師
に
は
大
阪
教
区
准
堂
衆

会
か
ら
松
谷 

泰
明
師
に
お
越
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
皆
さ
ん
直
綴
・
墨
袈
裟
の
装

束
に
着
替
え
ら
れ
た
の
ち
、
本
堂
に
て

打
敷
の
歴
史
に
つ
い
て
の
講
習
を
受
け

ら
れ
ま
し
た
。

　松谷師による講義の様子

ඊࠠએ
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