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お
盆 

今
年
も
お
盆
の
季
節
が
近
づ
い
て
参

り
ま
し
た
。
感
染
症
も
収
束
に
向
か
い
、

徐
々
に
以
前
の
生
活
を
取
り
戻
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。 

お
盆
と
は
盂
蘭
盆

う

ら

ぼ

ん

を
略
し
た
も
の
で

す
。
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
盂
蘭
盆

う

ら

ぼ

ん

と
は 

イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ウ

ラ
ン
バ
ナ
」
を
漢
字
に
当
て
は
め
た
も

の
で
、
逆
さ
吊
り
と
い
う
意
味
で
す
。 

お
釈
迦
様
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
あ 

る
目
連

も
く
れ
ん

尊
者

そ
ん
じ
ゃ

が
、
亡
き
母
の
姿
を
神じ

ん

通つ
う 

     

力り
き(

見
え
な
い
と
こ
ろ
を
見
通
す
力)

で
見

た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
餓
鬼

が

き

道ど
う(

食
物
が
自

由
に
な
ら
ず
、飢う

え
に
苦
し
む
世
界)

で
、

痩や

せ
衰

お
と
ろ

え
逆
さ
吊
り
に
な
っ
て
苦
し
ん

で
い
ま
し
た
。
驚
い
た
目
連

も
く
れ
ん

尊そ
ん

者じ
ゃ

は
お
釈

迦
様
に
相
談
を
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
自

分
に
は
優
し
か
っ
た
母
が
、
我
が
子
さ
え

良
け
れ
ば
、
と
い
う
自
己
中
心
的
な
幸
せ

だ
け
を
願
い
、
他
の
人
に
対
し
て
施

ほ
ど
こ

し

を
行
わ
な
か
っ
た
結
果
、
餓
鬼

が

き

道ど
う

で
苦
し

ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
す
る
と

お
釈
迦
様
は
、
僧
侶
の
修
行
が
終
わ
る
旧

暦
の
七
月
十
五
日(

八
月
十
五
日)

に
百

ひ
ゃ
く

味み

の
飲お

ん

食じ
き

を
供
養
す
れ
ば
、
そ
の
功
徳

く

ど

く

に

よ
っ
て
母
は
救
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
諭さ

と

さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
母
は
餓
鬼

が

き

道ど
う

の
苦
し
み
か
ら
無
事
に
救
わ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
故
事
に
よ
り
、
自
分
た
ち
の
ご
先

祖
様
の
中
に
も
目
連

も
く
れ
ん

尊
者

そ
ん
じ
ゃ

の
母
の
よ
う
に

餓
鬼

が

き

道ど
う

に
堕
ち
、
逆
さ
吊
り
に
な
り
、
成 

仏
で
き
ず
苦
し
ん
で
お
ら
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
の
で
、
真
心
を
込
め
て
先
祖
供
養

を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
お
釈
迦
様
の
教
え
が
、
今
日
ま
で

お
盆
の
行
事
と
し
て
続
い
て
い
ま
す
。 

お
盆
と
は
、
亡
く
な
っ
た
方
を
尊
び
供

養
す
る
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

た
ち
は
一
人
で
は
決
し
て
生
き
て
い
け
ま

せ
ん
。
自
己
を
取
り
巻
く
す
べ
て
の
人
や

物
や
環
境
な
ど
の
お
陰
で
生
き
て
い
ま
す
。

生
き
て
い
く
た
め
に
限
り
な
く
多
く
の
恩

恵
を
頂
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
こ
う
し

て
生
か
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、
ご

先
祖
様
を
は
じ
め
、
過
去
の
世
の
人
々
、

今
現
在
の
私
た
ち
を
支
え
て
下
さ
っ
て
い

る
方
々
、
私
た
ち
の
命
を
養
う
た
め
に
命

を
頂
い
た
牛
や
魚
や
野
菜
な
ど
の
お
陰
で

す
。
そ
の
全
て
の
人
々
や
物
に
感
謝
し
供

養
し
ま
す
。 

お
盆
の
施せ

食
会

じ

き

え

で
は
、
施
食

せ

じ

き

棚だ
な

の
中
央

に
「
三
界

さ
ん
か
い

萬ば
ん

霊れ
い

等と
う

」
と
書
か
れ
た
お
位
牌

を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
三
界

さ
ん
か
い

と
は
欲よ

っ

界か
い

(

人
間
欲
の
世
界)
、
色
界

し
き
か
い(

物
質
だ
け
の

世
界)

、
無
色
界

む

し

き
か

い(

心
だ
け
が
生
き
て
い 

る
世
界)

の
三
つ
を
い
い
、
私
た
ち
が
生

ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
す
る
こ
の
世
界

の
こ
と
で
す
。
万
霊
と
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
精
霊
の
こ
と
で
す
。
先
祖
供
養
と
共
に

有
無
両
縁
の
精
霊
に
も
供
養
す
る
こ
と
に

よ
り
自
然
と
自
ら
の
心
も
豊
か
に
し
ま
す
。 

 

お
盆
休
み
は
ご
先
祖
様
を
は
じ
め
有
無

両
縁
の
精
霊
に
供
養
す
る
た
め
の
お
休
み

で
す
。ご
先
祖
様
が
お
帰
り
に
な
る
か
ら
、

外
に
出
て
い
る
子
や
孫
、
家
族
の
皆
が
家

に
帰
っ
て
集
ま
っ
て
ご
先
祖
様
に
感
謝
す

る
の
が
お
盆
で
す
。
今
年
の
お
盆
は
二
度

と
や
っ
て
き
ま
せ
ん
。
良
い
お
盆
を
お
迎

え
下
さ
い
。 

 

心
こ
こ
ろ

の
拠 よ

り
所

ど
こ
ろ 

お
寺
と
は
仏
法
僧

ぶ
っ
ぽ
う
そ
う

の
三
宝

さ
ん
ぼ
う

が
あ
る
と
こ 

ろ
で
す
。
仏
様
が
お
ら
れ
、
法
す
な
わ
ち

教
え
が
あ
り
、
そ
の
教
え
を
伝
え
広
め
る

僧(

お
坊
さ
ん)

が
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 
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の
感
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そ
し
て
、
こ
の
三
つ
を
宝
と
し
て
生
き

て
い
く
。
そ
う
い
う
価
値
観
を
も
つ
者
の

集
い
が
仏
教
徒
で
す
。 

例
え
ば
で
す
が
、
博
物
館
に
行
き
国
宝

の
仏
像
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
博
物
館
を

お
寺
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
図
書
館
に
行
き

経
典
に
書
か
れ
た
教
え
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
図
書
館
を
お
寺
と
は
言
い
ま
せ
ん
。

僧
と
は
仏
と
法
を
学
ぶ
も
の
で
す
。
学
ぶ

と
い
う
は
人
と
和
合
し
、
教
え
を
広
め
て

い
く
こ
と
で
す
。 

道
元

ど
う
げ
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

は
『
修
証

し
ゅ
し
ょ
う

義ぎ

』
第
三
章
で
、

仏
法
僧

ぶ
つ
ほ
う
そ
う

の
三
宝

さ
ん
ぼ
う

を
、
心
の
帰
依

き

え

の
的ま

と

と
し

て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

仏
ほ
と
け

は
是こ

れ
大
師

だ

い

し

な
る
が
故ゆ

え

に
帰
依

き

え

す 

（
仏
様
は
偉
大
な
る
お
師
匠
様
で
す
） 

法ほ
う

は
良
薬

り
ょ
う
や
く

な
る
が
故ゆ

え

に
帰
依

き

え

す 

（
教
え
は
良
く
効
く
お
薬
で
す
） 

僧そ
う

は
勝

し
ょ
う

友ゆ
う

な
る
が
故ゆ

え

に
帰
依

き

え

す 

（
僧
は
勝
れ
た
よ
き
友
達
で
す
） 

「
帰
依

き

え

」
と
は
、
仏
の
家
に
帰
り
、
仏
の 

心
に
帰
る
こ
と
で
す
。
私
達
は
、
最
後
に

身
体
を
休
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
安

心
し
て
働
け
ま
す
。
旅
行
を
し
て
、
ご
馳

走
を
お
腹
一
杯
食
べ
、
楽
し
く
過
ご
し
て

い
て
も
二
、
三
日
経
つ
と
家
に
帰
り
た
く

な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
我
が
家
が
一
番
心 

の
落
ち
着
く
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
す
。
帰
依

き

え 

と
は
、
我
が
家
に
帰
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

仏
の
家
に
身
も
心
も
投
げ
入
れ
、
仏
様
を

心
の
底
か
ら
信
じ
る
こ
と
で
す
。 

家
庭
の
崩
壊
、
断
絶
と
い
う
言
葉
を
よ

く
耳
に
し
ま
す
が
、
心
の
拠
り
所
を
失
っ

て
き
た
た
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
我
々

は
生
き
て
い
く
中
で
沢
山
の
問
題
に
遭
遇

し
ま
す
。
人
間
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
や
仕
事

の
失
敗
な
ど
に
よ
り
気
持
ち
が
落
ち
込
み
、

心
に
わ
だ
か
ま
り
が
出
来
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。 

そ
ん
な
時
こ
そ
、
仏
壇
の
前
に
座
り
仏

様
や
ご
先
祖
様
に
対
峙
し
、
思
い
の
丈
を

打
ち
明
け
て
下
さ
い
。
仏
壇
の
前
で
は
正

直
な
自
分
の
心
、
素
の
自
分
が
見
え
て
き

て
、
そ
の
中
で
気
付
く
こ
と
も
あ
る
は
ず

で
す
。
す
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
心
は
穏

や
か
に
な
り
、
気
持
ち
も
前
向
き
に
な
り

ま
す
。
仏
壇
が
な
い
場
合
は
、
お
寺
に
お

参
り
下
さ
い
。
手
を
合
わ
せ
お
参
り
す
る

こ
と
は
、
心
を
調
え
、
心
の
拠
り
所
を
得

る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。 

お
参
り
や
、
時
に
は
写
経
や
坐
禅
を
し

て
自
分
と
丁
寧
に
向
き
合
う
時
間
を
持
つ

こ
と
も
大
切
で
す
。
悠
久
の
時
の
流
れ
の

中
に
存
在
す
る
自
分
の
在
り
よ
う
を
客
観

的
に
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
感
謝
を
す
る

こ
と
に
よ
り
自
分
を
満
た
し
直
す
こ
と
が

で
き
、
現
代
人
が
失
い
つ
つ
あ
る
自
己
肯

定
感
を
高
め
て
く
れ
ま
す
。 

天
寧
寺
が
皆
様
の
心
の
拠
り
所
と
な
れ

る
よ
う
、
日
々
精
進
し
て
参
り
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 

 

人
間
と
し
て
生
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、 

仏
様
と
同
じ
心
、
「
仏
心

ぶ
っ
し
ん

」
を
与
え
ら
れ

て
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
と
、
道
元

ど
う
げ
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

は

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
仏
心

ぶ
っ
し
ん

」 

に
は
、
自
分
の
命
を
大
切
に
す
る
だ
け
で

な
く
他
の
人
々
や
物
の
命
も
大
切
に
す
る
、

他
人
へ
の
思
い
や
り
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
私
た
ち
は
そ
の
尊
さ
に
気
づ
か

ず
に
我
が
ま
ま
勝
手
の
生
活
を
し
て
苦
し

み
や
悩
み
の
も
と
を
つ
く
っ
て
し
ま
い
ま

す
。 人

間
の
身
体
を
授
か
っ
た
こ
と
は
、
得 

が
た
い
こ
と
で
千
載

せ
ん
ざ
い

一
遇

い
ち
ぐ
う

の
奇
蹟

き

せ

き

で
す
。 

一
億
円
の
宝
く
じ
が
百
万
回
連
続
当
選

す
る
に
等
し
い
ほ
ど
の
確
率
だ
そ
う
で
す
。

だ
か
ら
、
こ
の
大
切
な
命
を
一
瞬
た
り
と

も
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
生
き
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

人
生
な
ん
て
あ
っ
と
い
う
間
で
す
。
い

つ
ま
で
も
自
由
に
動
く
と
思
っ
て
い
た
身

体
も
、
い
つ
の
間
に
か
自
分
の
思
い
通
り

に
な
ら
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
病
気
や
老

い
で
身
体
が
不
自
由
に
な
っ
た
と
き
に
、

は
じ
め
て
身
体
が
自
分
の
も
の
で
は
な
く
、

借
り
物
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。 

ま
た
、
誰
も
が
生
ま
れ
老
い
病
み
死
に

ゆ
く
運
命
に
あ
る
の
で
死
を
避
け
て
通
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
明
日
の
命
は
誰
に

も
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
は
仏
様
の

命
を
頂
い
て
生
き
て
い
ま
す
。 

お
釈
迦
様
の
教
え
を
信
じ
、
そ
の
教
え

に
導
か
れ
て
、
毎
日
の
生
活
の
中
の
行
い

一
つ
ひ
と
つ
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
心
掛

け
れ
ば
、
身
と
心
が
調
え
ら
れ
私
た
ち
の

中
に
あ
る
「
仏
の
心
」
が
明
ら
か
と
な
り

ま
す
。 

日
々
の
生
活
を
意
識
し
て
、
互
い
に
生

き
る
喜
び
を
見
い
だ
し
て
下
さ
い
。 

今
こ
こ
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
尊
さ
と

有
り
難
さ
に
気
づ
い
た
と
き
、
自
然
と
感

謝
の
気
持
ち
が
わ
い
て
き
ま
す
。 

 
 

仏
心

ぶ

っ

し

ん 
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本
堂
改
修
工
事
ご
報
告 

こ
の
度
は
、
本
堂
の
耐
震
改
修
工
事
に

対
し
、
多
大
な
る
お
力
添
え
を
い
た
だ
き

ま
し
て
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
浄
財
は
現
在
、

八
百
万
壱
千
円
で
す
。
ご
寄
付
を
頂
い
た

方
の
お
名
前
や
檀
信
徒
皆
様
の
お
名
前
を
、

副
住
職
が
代
筆
し
、
本
堂
の
新
し
い
瓦
や

鬼
瓦
に
書
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

       

今
年
の
二
月
中
旬
よ
り
工
事
が
進
め
ら

れ
七
月
末
に
完
了
い
た
し
ま
す
。
改
修
箇

所
は
瓦
屋
根
を
乾
式
で
葺
き
直
し
屋
根
を

軽
量
化
し
、
耐
震
補
強
の
た
め
に
八
ヵ
所

に
耐
力
壁
を
新
設
し
、
屋
根
裏
に
も
筋
交

い
を
設
け
ま
し
た
。
本
堂
奥
の
位
牌
堂
は

位
牌
が
多
く
置
け
る
よ
う
に
全
面
改
修
し
、 

畳
、
建
具
、
エ
ア
コ
ン
、
須し

ゅ

弥
壇

み

だ

ん

の
新
調
、

一
部
天
井
や
床
の
張
り
替
え
、
照
明
の
Ｌ

Ｅ
Ｄ
化
、
人じ

ん

天
蓋

て
ん
が
い

、
仏ぶ

っ

天
蓋

て
ん
が
い

、
幢ど

う

幡ば
ん

、
歴 

 

             

 

代
住
職
、
お
檀
家
様
の
先
祖
代
々
の
位
牌 

を
洗
濯
し
金
箔
を
押
し
直
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
八
月
よ
り
本
堂
東
側
に
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
で
本
堂
ま
で
行
け
る
客
殿
、
庫

裏
と
納
骨
堂
を
新
築
し
ま
す
。 

全
て
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
て
か
ら
改

め
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

来
年
、
七
百
回
忌
を
迎
え
る
大
本
山

だ
い
ほ
ん
ざ
ん

總そ
う

持じ

寺じ

を
開
か
れ
た
瑩
山

け
い
ざ
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

は
、
僧
侶
や 

お
寺
と
仏
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
け
る
檀
信

徒
を
と
て
も
大
切
に
思
い
、
檀
信
徒
の
お

力
添
え
が
あ
っ
て
こ
そ
寺
院
の
護
持
発
展

が
叶
う
こ
と
を
、
こ
と
さ
ら
お
弟
子
た
ち

に
説
か
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
仏
法
を
未

来
に
伝
え
、
寺
院
を
永
劫
に
存
続
さ
せ
て 

い
く
た
め
に
は
、
僧
侶
と
檀
信
徒
が
和わ

合ご
う

和わ

睦ぼ
く

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と 

い
う
こ
と
を
随
所
に
諭
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

大
変
な
時
期
に
も
関
わ
ら
ず
、
檀
信
徒

様
を
は
じ
め
信
心
の
施
主
様
の
お
陰
で
、

天
寧
寺
を
護
持
す
る
こ
と
が
出
来
て
お
り

ま
す
。
改
め
ま
し
て
、
心
よ
り
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

合
掌 

令
和
五
年 

本
堂
耐
震
改
修
工
事  

浄
財
寄
進
者
御
芳
名 

(

天
寧
寺
檀
信
徒
様)  

金
壱
百
弐
拾
萬
円
也  

岩
田 

 
 

東 

殿 

金
伍
拾
萬
円
也  

川
瀬 

 

幸
久
殿 

金
参
拾
萬
円
也  

猪
飼 

 

養
泰
殿 

金
弐
拾
伍
萬
円
也  

川
瀬
よ
し
江
殿 

金
弐
拾
萬
円
也  

相
川  

真
一
殿 

 
 

青
木
キ
ミ
江
殿 

長
谷
川
治
子
殿  

 

盛
川 

 

耕 
 

殿 

金
壱
拾
萬
円
也  

飯
田 

 

信
義
殿  

 

宇
野 

 

强 
 

殿 

  
 
 

小
出  

法
生
殿   

近
藤 

 

誠
男
殿 

  
 
 

鈴
木  

恭
雄
殿   

髙
田 

 

学 
 

殿 

武
村 

 

寛
保
殿   

西
雪 

 

諭  

殿 

野
田 

 

俊 
 

殿   

早
川 

 

初
子
殿 

林 
 
  

守
雄
殿  

 

水
野 

 

晃  

殿 

宮
原 

 

滋
子
殿  

金
八
萬
円
也  

岩
間
惠
子
殿 

花
輪
忠
和
殿 

金
伍
萬
円
也 

 

猪
飼
信
子
殿 

猪
飼 

實 

殿 

伊
藤
正
治
殿 

 

伊
藤 

隆 

殿 

岩
田
明
美
殿 

近
藤
暢
克
殿 

佐
久
間
正
人
殿 

谷
川
幸
一
殿 

寺
尾
智
子
殿 

  
水
谷
さ
よ
子
殿 

山
本
康
夫
殿 

金
四
萬
円
也 

 

岩
川
順
一
殿 

金
参
萬
円
也 

 

安
藤
貢
一
殿 

加
納
志
う
殿 

川
路
康
典
殿 

 

北
村
伸
一
殿 
後
藤
多
賀
子
殿 

近
藤
重
利
殿 

髙
津
こ
う
殿 

中
島 
茂 

殿 

中
平
香
代
子
殿 

 

保
木
本
肇
殿 

金
弐
萬
円
也  

浅
野
煇
子
殿 

金
子
郁
子
殿 

川
瀬
正
裕
殿 

 

草
深
邦
彦
殿 

桑
原
康
彦
殿 

鈴
木
睦
美
殿 

高
津
達
也
殿 

中
川
文
彦
殿 

中
島
佳
代
子
殿 

 

早
川
家
子
殿 

平
井
健
司
殿 

水
谷
英
一
殿 

金
壱
萬
円
也 

 

青
木 

大 

殿 

安
藤
隆
一
殿 

飯
田 

章 

殿 

 

飯
田
彰
一
殿 

家
田
和
典
殿 

伊
藤
静
子
殿 

伊
藤
博
美
殿 

伊
藤
廣
光
殿 

伊
藤
正
敏
殿 

伊
藤
由
紀
子
殿 

伊
藤
美
保
殿 

浦
野
暉
高
殿 

 

荻
原
栄
助
殿 

河
村 

誠 

殿 

北
村
裕
貴
殿 

 

近
藤
尚
邦
殿 

佐
野
美
智
子
殿 

清
水
和
子
殿 

瀧
川
信
顕
殿 

田
中
方
子
殿 

中
川
清
和
殿 

 

中
島
静
江
殿 

中
島
知
子
殿 

中
島
み
よ
殿 

 

中
平
英
紀
殿 

新
美
智
英
殿 

丹
羽
ミ
ツ
江
殿 

野
崎
竜
也
殿 

服
部
省
治
殿 

服
部
貴
行
殿 

 

花
輪
知
幸
殿 

花
輪
登
代
子
殿 

林 
 

繁
次
殿 

 

樋
口
路
雄
殿 

日
澤
昭
人
殿 

保
木
本
誠
殿 

堀
田
幸
市
殿 

前
川
雄
介
殿 

松
井
君
子
殿 

 

松
崎 

勝 

殿 

水
谷
紀
代
殿 

水
野 

允 

殿 

 

安
井
佳
秀
殿 

山
田
良
子
殿 

吉
田
正
博
殿 

 

若
松
地
江
子
殿 

金
伍
千
円
也 

糸
井
保
雄
殿 

伊
藤  

博
殿 

伊
藤
光
義
殿  

大
光
敬
史
殿 

小
川
昭
子
殿 

鈴
木
一
平
殿 

中
島
佳
子
殿 

日
比
野
芳
子
殿 

金
参
千
円
也 

 

神
谷
俊
二
殿 

成
田
忠
夫
殿  

日
比
野
逸
郎
殿 

水
谷 

 

学
殿 

村
上  

良
殿  

金
壱
千
円 

   

佐
藤
博
司
殿 

(

三
宝
殿
信
者
様) 

金
弐
拾
萬
円
也 

青
木  

健 
 

殿 
  

小
川  

隆
雄
殿 

金
壱
拾
弐
萬
円
也 

鍋
内
惠
里
子
殿 

金
壱
拾
萬
円
也 

伊
藤  

和
美
殿 

  

大
参  

友
子
殿 

宮
嵜  

大
昌
殿 

 

金
伍
萬
円
也 

 
 

恩
田
俊
二
殿 

柴
田
俊
彦
殿 

金
参
萬
円
也 

 
 

稲
垣
治
男
殿 

佐
野
英
夫
殿 

澤
崎 

仁
殿 

丹
羽
絹
子
殿 

松
村
幾
子
殿 

山
田
友
宣
殿 

金
弐
萬
円
也 

  

辻
井
き
く
子
殿 

樋
口
房
枝
殿 

金
壱
萬
円
也 

 
 

加
藤
幹
憲
殿 

加
藤
洋
子
殿 

寺
澤 

正
殿

寺
澤
直
樹
殿 

中
島 

強
殿 

早
川
輝
一
殿 

 
 
  

  
  

  
  

 

松
原
孝
子
殿 

金
伍
千
円
也 

 
 

酒
井
久
吉
殿 

 

ご
寄
付
は
ま
だ
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、是
非 

ご
協
力
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。   

合
掌 

郵
便
振
替 

０
０
８
７
０ 

１ 

３
０
６
１
４ 

宗
教
法
人 

天
寧
寺 

本堂屋根の瓦葺き直しの様子 本堂内部の改修工事の様子 

瓦に寄進者の名前を書き屋根にのせました 
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お
盆
の
準
備 

精
霊

し
ょ
う
り
ょ
う

棚だ
な(

盆ぼ
ん

棚だ
な)  

精
霊
棚
は
お
盆
に
お
迎
え
す
る
、
ご

先
祖
様
に
休
ん
で
い
た
だ
く
た
め
の
特 

別
な
場
所
で
す
。
仏
壇
前
に
五ご

如に
ょ

来ら
い

幡ば
た 

(

五
色
の
幡)

を
吊
り
下
げ
、
机
な
ど
を

置
き
、
マ
コ
モ
や
白
布
な
ど
を
敷
き
、

香
炉
や
ロ
ウ
ソ
ク
立
て
を
置
き
、
お
仏

壇
か
ら
位
牌
を
移
し
ま
す
。 

精
霊
棚
は
簡
素
化
し
た
も
の
で
も
結

構
で
す
が
、
心
か
ら
お
も
て
な
し
す
る

気
持
ち
で
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う
。 

お
盆
の
お
供
え
物 

 

キ
ュ
ウ
リ
の
馬
と
ナ
ス
の
牛
。
水
の

子(

洗
米
と
ナ
ス
・
キ
ュ
ウ
リ
を
さ
い
の

目
に
切
り
混
ぜ
た
も
の)

や
水
向
け
の
水
、

夏
野
菜
や
果
物(

桃
は
お
供
え
し
ま
せ

ん)

、
そ
う
め
ん
な
ど
。
お
花 

(

ホ
オ
ズ

キ
な
ど)

を
お
供
え
し
ま
す
。 

お
盆
の
献
立
の
一
例 

      

お
霊
膳(

霊
供
膳) 

お
盆
や
お
彼
岸
、
ご
先
祖
様
の
命
日

等
に
お
膳
を
供
え
し
ま
す
。
飯
椀(

ご

飯)

・
汁
椀(

味
噌
汁)

・
壷
椀
（
煮
豆

類
）・
平
椀
（
煮
物
類
）・
高
皿
（
和
え

物
・
漬
物
）
の
五
種
類
で
す
。
ご
飯
を

仏
様
の
方
に
向
け
、
精
進
物
と
し
肉
や

魚
や
匂
い
の
強
い
野
菜(

ネ
ギ
や
ニ
ラ
や

ニ
ン
ニ
ク)

は
お
供
え
し
ま
せ
ん
。 

 

迎
え
火
と
送
り
火 

 

十
三
日
の
夕
方
に
、
門
口
で
ご
先
祖

様
を
迎
え
る
火
を
焚
き
、
あ
の
世
か
ら

戻
っ
て
く
る
と
き
の
目
印
と
し
て
。 

十

五
日
の
夜
に
あ
の
世
へ
迷
わ
ず
帰
れ
る

よ
う
に
と
願
い
送
り
火
を
焚
き
ま
す
。 

                     

         

 
 
 
 
 
 

天
寧
寺
霊
苑 

永
代
供
養
墓 

樹
木
葬 

二
霊 

五
十
五
万
円 

    

個
別
墓 

二
霊 

六
十
八
万
円 

  

     

合
祀
墓 

一
霊 

二
十
五
万
円 

    

            

 

名
古
屋
市
千
種
区 

 
 

平 

和 

公 

園 

内 

＊個別区画へ最終納骨後 
１７回忌経過しましたら
樹木(ハナミズキ)の下へ
合祀 合祀後も永代供養 
改葬での納骨も承ります 
 

＊五輪塔型個別墓へ最終
納骨後３３回忌経過しま
したら永代供養合祀墓へ
合祀 合祀後も永代供養 
改葬での納骨も承ります 
 

＊皆様のご遺骨と一緒に
合祀墓へ納骨 墓誌に戒
名等を彫刻し永代供養 
(墓誌への彫刻無は20万円) 
改葬での納骨も承ります 
 

名
古
屋
市
平
和
公
園
の
入

口
の
好
立
地
で
緑
や
花
に

囲
ま
れ
た
明
る
い
霊
苑
で
す 

新
規
墓
地
区
画
募
集
中 

＊
檀
信
徒
様
以
外
も
使
用

可
能
で
宗
派
不
問
で
す
。 

詳
し
く
は
天
寧
寺
Ｈ
Ｐ
ま
で 

     ↓ 

仏様側にご飯がくるように 

一
日
目(

十
三
日) 

 
(

朝)

お
霊
膳 

(

昼)

お
迎
え
団
子
・
お
水 

二
日
目(

十
四
日) 

(

朝)

お
霊
膳 

(

昼)

お
は
ぎ
・
そ
う
め
ん
・
お
水 

三
日
目(

十
五
日) 

(

朝)

お
霊
膳 

(

昼)

お
団
子
・
お
水 

 

   

 

 

令
和
五
年 

行
事
予
定 

 

八
月
十
一
日(

金)

山
の
日 

 
 
 

お
盆
墓
経 

八
時
～
十
三
時 

永
代
供
養
墓
合
同
供
養 

十
三
時
～ 

 

八
月
十
七
日(

木)

十
三
時
～ 

 
 
 

施
食
会(

天
寧
寺
本
堂)

 
 

 九
月
十
八
日(

月)

敬
老
の
日 

十
三
時
～ 

永
代
経 (

天
寧
寺
本
堂)  

「
永
代
経
」
申
込
者
の
合
同
供
養
で
す
。
永
代
供
養
墓
に

納
骨
さ
れ
て
い
る
方
の
ご
供
養
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

 九
月
二
十
三
日(

土)

秋
分
の
日 

 
 

秋
彼
岸
会
墓
経 

八
時
～
十
三
時 

永
代
供
養
墓
合
同
供
養 

十
三
時
～ 

 

十
二
月
十
五
日(

金)

九
時
～
十
四
時
半 

三
宝
大
荒
神 

大
祭(

天
寧
寺
三
宝
殿
） 

 ＊
天
寧
寺
霊
苑 

永
代
供
養
墓
合
同
供
養 

十
三
時
～ 

 
  
  

 

合
祀
墓 

 

十
三
時
十
五
分
～ 

個
別
墓 

十
三
時
半
～ 

 
  
 

樹
木
葬 

 
 

＊
写
経
会 

毎
月
二
十
八
日
十
五
時
～ 

 
 
 
 
 
(

七
月
、
十
月
は
お
休
み
し
ま
す) 

 

令
和
五
年 

年
回
表 

一
周
忌 

令
和
四
年 

三
回
忌 

令
和
三
年 

七
回
忌 

平
成
二
十
九
年 

十
三
回
忌 

平
成
二
十
三
年 

十
七
回
忌 

平
成
十
九
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
十
三
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
九
年 

三
十
三
回
忌 

平
成
三
年 

三
十
七
回
忌 

昭
和
六
十
二
年 

四
十
三
回
忌 

昭
和
五
十
六
年 

四
十
七
回
忌 

昭
和
五
十
二
年 

五
十
回
忌 

 

昭
和
四
十
九
年 

 
 
 
 

＊
八
月
の
お
盆
明
け
よ
り
本
堂
で 

法
事
を
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 
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