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令
和
六
年
の
初
春
を
迎
え
、
謹
ん
で

新
年
の
お
祝
辞
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

ご
家
族
の
皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸

を
心
よ
り
お
祈
り
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

「
笑

し
ょ
う

門
来

も
ん
ら
い

福ふ
く

」
笑
う
門
に
は
福
来
た 

る
。
い
つ
も
笑
い
の
絶
え
な
い
家
庭

(

人)

に
は
自
然
に
幸
福
が
や
っ
て
く
る

と
い
う
意
味
で
す
。
世
界
中
の
多
く
の

方
々
が
笑
っ
て
過
ご
せ
る
年
に
な
る
こ

と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

私
た
ち
は
、
常
に
幸
せ
を
願
っ
て
生

き
て
い
ま
す
。
一
年
の
初
め
に
は
、
特

に
そ
の
思
い
を
強
く
抱
き
ま
す
。 

お
釈
迦
様
が
北
イ
ン
ド
の
ク
シ
ナ
ー

ラ
で
八
十
歳
の
生
涯
を
閉
じ
る
直
前
に 

説
か
れ
た
『
遺ゆ

い

教
き
ょ
う

経
ぎ
ょ
う

』
八は

ち

大だ
い

人に
ん

覚が
く

の 

     

中
の
一
つ
に
「
精
進

し
ょ
う
じ
ん

」
が
あ
り
ま
す
。 

ま
こ
と
の
幸
せ
を
得
る
た
め
の
大
切
な

生
き
方
で
す
。
「
ど
ん
な
に
達
成
困
難

と
思
わ
れ
る
一
大
事
も
、
目
標
達
成
に

向
け
て
毎
日
を
過
ご
せ
ば
、
必
ず
実
現

で
き
る
と
き
が
や
っ
て
来
る
」
と
お
示

し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
精
進
と
は
分
か

り
や
す
く
言
え
ば
、
仏
の
教
え
と
悟
り

を
求
め
て
迷
う
こ
と
な
く
ひ
た
す
ら
努

力
す
る
こ
と
。
善
に
励
み
、
悪
を
断
つ

努
力
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
で
す
。 

ま
た
、
曹
洞
宗
の
開
祖 
道
元
禅
師
様 

は
「
精

し
ょ
う

に
し
て
雑ぞ

う

な
ら
ず
進
ん
で
退

し
り
ぞ 

か
ず
」
と
お
示
し
に
な
ら
れ
た
よ
う
に
、

精
進
と
は
一
心
に
退
か
ず
努
力
す
る
こ

と
で
す
。
ど
ん
な
道
で
も
、
そ
の
習
得

に
困
難
は
つ
き
も
の
で
す
が
、
そ
ん
な

困
難
に
直
面
し
た
と
き
、
我
々
は
自
分

に
は
無
理
だ
と
思
い
込
み
、
道
を
歩
む

の
を
諦
め
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
し
か

し
、
そ
ん
な
決
め
つ
け
に
よ
っ
て
、
目

標
が
達
成
で
き
な
く
な
る
の
も
確
か
で

す
。
大
切
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
我
が

身
を
道
か
ら
退
か
せ
て
し
ま
う
よ
う
な

思
い
込
み
、
決
め
つ
け
を
捨
て
、
努
力

す
る
こ
と
に
全
身
心
を
集
中
す
る
こ
と

で
す
。 

 

ま
た
、
私
た
ち
は
人
生
の
中
で
老

苦
・
病
苦
・
死
苦
と
い
う
苦
し
み
や
、

地
震
な
ど
の
天
災
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が

出
来
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
助
け
合
っ

て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

に
、
時
に
傷
付
け
合
い
、
騙
し
合
い
、

奪
い
合
い
、
殺
し
合
う
こ
と
ま
で
あ
る

の
が
悲
し
い
現
実
で
す
。
戦
争
・
飢

餓
・
差
別
・
い
じ
め
な
ど
、
人
間
の
欲

深
さ
・
心
の
貧
し
さ
が
生
み
出
す
苦
し

め
合
い
は
無
く
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
に
は
欲
望
を
出
来
る
だ

け
抑
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、

お
互
い
を
認
め
合
い
、
助
け
合
っ
て
生

き
ら
れ
る
よ
う
に
精
進
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。 

  
今
年
の
干
支

え

と

は
甲

き
の
え

辰た
つ

で
す
。
「
甲こ

う

」

は
十
干

じ
っ
か
ん

の
始
ま
り
に
あ
た
り
、
生
命
や 

物
事
の
始
ま
り
を
意
味
し
ま
す
。

「
辰
」
は
十
二
支
の
中
で
は
唯
一
の
架

空
の
生
き
物
の
龍
を
意
味
し
、
龍
は
仏

や
神
の
使
い
で
あ
り
、
世
を
統
括
す
る

権
力
の
象
徴
で
す
。
昇
り
龍
な
ど
に
描

か
れ
る
よ
う
に
、
勢
い
よ
く
活
気
あ
ふ

れ
る
年
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

本
年
が
皆
様
に
と
っ
て
、
昇
龍
の
如

く
飛
躍
の
年
に
な
る
よ
う
、
毎
日
で
き

る
こ
と
か
ら
精
進
し
て
頂
き
た
い
と
存

じ
ま
す
。 

 
 

大 お
お

福 ふ
く

茶 ち
ゃ 

立
春
か
ら
始
ま
る
新
し
い
年
に
初
め 

て
汲く

ん
だ
水
を
若
水

わ
か
み
ず

と
い
っ
て
、
健
康 

や
豊
作
、
一
年
の
邪
気
を
祓
い
幸
せ
を

招
く
水
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

旧
暦
か
ら
新
暦
に
移
り
変
わ
る
中
で
、

今
で
は
正
月
の
習
慣
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
ず
は
仏
壇
や
神
棚
に
お
供
え
を
し
、

そ
れ
か
ら
お
雑
煮
を
作
っ
た
り
、
書
初

め
の
墨
を
す
っ
た
り
す
る
の
に
使
い
ま

す
。
正
月
に
そ
の
若
水
で
入
れ
た
お
茶

を
大
福
茶
と
呼
び
、
無
病
息
災
を
願
い

ま
す
。
煎
茶
や
ほ
う
じ
茶
に
、
結
び
昆

布
や
小
梅
な
ど
を
入
れ
た
も
の
で
す
。 

水
道
の
水
で
も
、
改
め
て
感
謝
の
気

持
ち
で
受
け
取
っ
て
、
若
水
と
し
て
大

福
茶
を
入
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 
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七
五
三 

   

お
釈
迦
様
は
「
人
が
生
ま
れ
た
と
き 

に
は
実
に
口
の
中
に
斧お

の

が
生
じ
て
い
る
。

愚
者

ぐ

し

ゃ

は
悪
口
を
言
っ
て
、
そ
の
斧
に 

よ
っ
て
自
分
を
斬
り
割
く
の
で
あ
る
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

人
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
既
に
口
の

中
に
斧
を
持
っ
て
い
ま
す
。
愚
か
者
は

悪
口
を
言
い
、
そ
の
斧
に
よ
っ
て
自
分 

を
斬き

り
割さ

き
人
も
苦
し
め
ま
す
。
自
分 

の
撒
い
た
種
は
す
べ
て
自
分
に
返
っ
て

く
る
の
で
す
。
人
に
悪
口
を
言
う
こ
と

で
人
を
斬
り
、
悪
意
を
抱
く
度
に
自
分

を
斬
り
つ
け
て
い
ま
す
。
斧
を
捨
て
自

ら
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
や
め
れ
ば
、
心

は
そ
の
ぶ
ん
軽
く
な
る
は
ず
で
す
。 

乱
暴
な
言
葉
や
悪
口
は
聞
い
て
い
る

と
あ
ま
り
気
持
ち
の
良
い
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
人
の
悪
口
を
言
っ
て
い
る

と
、
清
い
心
を
自
分
で
傷
つ
け
て
し
ま

い
、
だ
ん
だ
ん
と
口
で
語
る
言
葉
も
汚

れ
て
い
き
、
悪
い
言
葉
が
多
く
な
る
の

で
戒
め
な
さ
い
と
い
う
教
え
で
す
。 

さ
て
、
昔
か
ら
日
本
で
は
、
子
供
の

健
や
か
な
成
長
を
お
祝
い
す
る
七
五
三

が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
七
五
三
と

は
子
供
の
数
え
年
や
満
年
齢
の
三
歳
、

五
歳
、
七
歳
に
な
っ
た
時
に
元
気
に

育
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
お
祝
い
し
、
こ

れ
か
ら
の
無
事
成
長
を
願
い
、
お
寺
や

神
社
へ
お
参
り
す
る
行
事
で
す
。 

昔
は
医
療
な
ど
様
々
な
こ
と
が
発
達

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
お
子
様
が
無

事
に
成
長
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し

か
っ
た
よ
う
で
す
。
今
で
は
当
た
り
前

と
も
い
え
る
こ
と
が
、
昔
は
当
た
り
前

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

子
供
は
成
長
し
て
い
く
中
で
、
色
々

な
こ
と
を
覚
え
て
い
き
ま
す
。
考
え
る

力
、
成
長
す
る
力
と
い
う
の
は
、
時
に

想
像
を
超
え
て
い
る
と
感
じ
る
事
も
あ

り
ま
す
。
親
と
し
て
は
好
奇
心
や
疑
問
、

独
創
性
を
誤
っ
て
封
じ
込
め
な
い
よ
う

に
し
た
い
も
の
で
す
。 

お
釈
迦
様
の
教
え
の
よ
う
に
、
悪
口

な
ど
発
す
る
こ
と
な
く
正
し
い
言
葉
を

使
い
、
清
ら
か
な
心
で
、 

健
や
か
に
成
長
す
る
こ 

と
を
祈
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。 

八 は
ち

大
人

だ
い
に
ん

覚 が
く 

八
大
人
覚
と
は
八
つ
の
大
人
の
自
覚

の
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
仏
や
菩
薩
が

行
う
八
つ
の
大
切
な
修
行
で
す
。 

一
つ
目
は
「
少
欲

し
ょ
う
よ
く

」
欲
を
少
な
く
す 

る
。
欲
を
無
く
せ
と
は
説
い
て
い
ま
せ

ん
。
お
釈
迦
様
は
欲
の
多
い
人
は
、
求

め
る
こ
と
も
多
く
苦
悩
も
大
き
い
。
欲

を
少
な
く
す
れ
ば
、
そ
の
分
、
心
の
安

ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
と
説
か
れ
ま
す
。 

二
つ
目
は
「
知ち

足そ
く

」
足
る
こ
と
を
知 

る
こ
と
で
す
。
こ
れ
で
十
分
で
す
と
知

る
心
で
す
。
こ
の
心
が
無
い
と
い
つ
ま

で
も
欲
望
に
引
き
ず
り
回
さ
れ
て
、
結

局
哀
れ
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

三
つ
目
は
「
寂

静

じ
ゃ
く
じ
ょ
う

」
騒
が
し
さ
か 

ら
離
れ
、
一
人
の
静
か
な
時
間
を
持
ち
、

そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
で
す
。
現
代
は
情

報
が
多
す
ぎ
て
い
け
ま
せ
ん
。
情
報
過

多
と
言
わ
れ
る
時
代
で
す
。
時
に
は
情

報
か
ら
離
れ
て
静
か
に
自
己
を
見
つ
め

ま
し
ょ
う
と
い
う
教
え
で
す
。
ス
マ
ホ

や
パ
ソ
コ
ン
を
使
い
こ
な
せ
る
こ
と
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
も

出
来
る
人
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

四
つ
目
は
「
精
進

し
ょ
う
じ
ん

」
努
め
励
む
こ
と
。 

怠
る
こ
と
な
く
、
一
瞬
一
瞬
を
大
切
に

生
き
る
こ
と
で
す
。 

五
つ
目
は
「
不
妄
念

ふ

も

う
ね

ん

」
正
し
い
教
え 

を
心
に
念
じ
て
決
し
て
忘
れ
ず
、
い
つ

も
念
じ
続
け
る
こ
と
で
す
。
欲
望
の
誘

惑
に
負
け
て
し
ま
う
の
は
、
こ
の
念
じ

る
心
が
弱
い
か
ら
だ
と
説
か
れ
ま
す
。

自
分
の
生
き
方
の
信
念
を
定
め
、
そ
れ

を
常
に
心
に
置
き
忘
れ
な
い
こ
と
で
す
。 

六
つ
目
は
「
禅
定

ぜ
ん
じ
ょ
う

」
坐
禅
の
こ
と
で 

す
。
こ
れ
は
心
を
散
ら
さ
ず
、
坐
禅
し 

て
心
を
静
め
調

と
と
の

え
る
こ
と
で
す
。  

七
つ
目
は
「
智
慧

ち

え

」
正
し
く
物
事
を 

見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
力
の
こ
と
で 

す
。
我が

執
し
ゅ
う

我が

見け
ん

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な 

く
、
道
理
に
適
っ
た
判
断
を
下
し
て
自

ら
が
進
む
べ
き
道
を
歩
む
た
め
の
真
理

に
気
づ
く
力
で
す
。 

八
つ
目
は
「
不
戯
論

ふ

け

ろ

ん

」
戯
論

け

ろ

ん

と
は
、 

無
益
な
言
葉
や
議
論
を
し
な
い
こ
と
を

言
い
ま
す
。
無
駄
な
言
葉
を
慎
み
、
沈

黙
を
守
る
こ
と
で
す
。
無
益
な
議
論
を

す
る
よ
り
も
、
今
な
す
べ
き
こ
と
を
今

取
り
組
む
こ
と
こ
そ
が
大
事
だ
と
お
説

き
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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八
大
人
覚
は
正
し
く
大
人
に
な
れ
る

八
つ
の
覚
り
で
す
。
こ
れ
ら
は
全
体
が

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
お
釈
迦

様
が
弟
子
に
対
し
て
説
か
れ
た
も
の
で

す
の
で
、
広
く
私
た
ち
の
生
き
る
指
針

と
な
り
ま
す
。
こ
の
八
つ
の
修
行
を
心

に
留
め
置
き
実
践
し
て
頂
け
れ
ば
と
存

じ
ま
す
。 

本
堂
耐
震
改
修
工
事
報
告 

客
殿
・納
骨
堂
新
築
工
事 

      

 

こ
の
度
は
本
堂 

耐
震
改
修
工
事
に 

対
し
、
多
大
な
る 

お
力
添
え
を
頂
き 

ま
し
て
誠
に
有
難 

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

檀
信
徒
を
は
じ 

め
沢
山
の
方
々
の
お
陰
で
、
昨
年
七
月

末
に
無
事
に
完
成
し
ま
し
た
。
改
め
ま

し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
後
も
皆
様
が
集
う
お
寺
と
し
て
維

持
で
き
る
よ
う
更
な
る
精
進
を
し
て
ま

い
り
ま
す
。
左
は
本
堂
耐
震
改
修
工
事

の
決
算
書
で
す
。 

 

   

 

ま
た
、
客
殿
と
納
骨
堂
の
新
築
工
事

は
、
近
年
の
建
設
費
高
騰
の
影
響
で
設

計
を
大
幅
に
変
更
し
、
昨
年
の
十
月
十

八
日
に
地
鎮
式
を
厳
修
し
工
事
が
始
ま

り
ま
し
た
。
施
工
は
大
本
山
總
持
寺
な

ど
多
く
の
社
寺
を
手
掛
け
る
、
愛
知
県

江
南
市
の(

株)

ア
イ
チ
ケ
ン
で
す
。
完

成
は
令
和
六
年
九
月
末
予
定
で
す
。 

納
骨
堂
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
後

日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

   

 

    

       

     

大
掃
除 

一
年
間
暮
ら
し
て
き
た
我
が
家
の
汚

れ
を
、
す
っ
き
り
と
綺
麗
に
落
と
す
大

掃
除
。
普
段
は
手
の
回
ら
な
い
場
所
ま

で
掃
除
す
る
こ
と
で
、
我
が
家
の
仏
様

や
神
様
も
居
心
地
が
良
く
な
り
ま
す
。 

大
掃
除
は
も
と
も
と
旧
暦
一
月
十
三 

日
に
行
っ
て
い
た
「
煤
払

す
す
は
ら

い
」
が
起
源 

で
す
。
仏
壇
や
神
棚
の
汚
れ
を
払
い
竹 

竿
の
先
に
藁わ

ら

を
く
く
り
つ
け
た
煤す

す

梵ぼ
ん

天て
ん 

と
い
う
特
別
な
道
具
で
、
天
井
や
囲
炉

裏
と
い
っ
た
場
所
を
掃
き
清
め
ま
し
た
。 

 

旧
暦
か
ら
新
暦
に
移
り
変
わ
る
中
で

十
二
月
十
三
日
に
煤
払
い
を
す
る
習
慣

は
受
け
継
が
れ
、
社
寺
で
行
わ
れ
る
煤

払
い
の
風
景
は
年
末
の
風
物
詩
で
す
。

天
寧
寺
で
も
三
宝
大
荒
神
の
大
祭
の
前

に
毎
年
煤
払
い
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
十
二
月
十
三
日
か
ら
正
月

ま
で
は
日
が
あ
る
た
め
、
次
第
に
一
般

家
庭
の
煤
払
い
＝
大
掃
除
は
年
末
に
行

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
日
を
境
に
正
月
支
度
を
は
じ
め

る
た
め
、
煤
払
い
は
「
正
月
事
始
め
」

と
も
呼
ば
れ
、
年
神
様
を
迎
え
る
準
備

を
始
め
る
大
切
な
行
事
で
も
あ
り
ま
す
。 

お
正
月
に
我
が
家
に
訪
れ
る
年
神
様

の
宿
る
場
所
と
し
て
、
門
松
を
立
て
鏡

餅
を
お
供
え
し
、
家
族
の
み
ん
な
が
健

康
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
よ
う
お
迎
え
し

ま
す
。
正
月
の
し
つ
ら
え
の
多
く
は
、

年
神
様
へ
の
お
も
て
な
し
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
鏡
餅
の
よ
う
な
年
神
様

へ
の
お
供
え
は
「
年
玉
」
と
呼
ん
で
い

ま
し
た
。
そ
れ
を
家
長
が
家
族
に
分
け

与
え
た
も
の
を
「
お
年
玉
」
と
言
い
ま

す
。
鏡
餅
は
年
神
様
の
生
命
と
も
さ
れ
、

家
族
に
分
け
与
え
る
こ
と
で
一
年
を
無

事
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
正
月
に
も
ら

え
る
嬉
し
い
お
小
遣
い
は
、
年
神
様
の

 

 

 

本
堂
耐
震
改
修
工
事 

浄
財
寄
進
者
御
芳
名 

 

金
弐
拾
萬
円
也  

兼
松
克
己
殿    

金
壱
拾
萬
円
也  

魚
住
保
造
殿  

川
瀬
敏
裕
殿 

        

髙
木
柳
平
殿  

 
 

金
伍
萬
円
也  

加
藤
春
雄
殿  

野
田 

俊 

殿  

金
参
萬
円
也  

伊
與
田
政
子
殿  

加
納
志
う
殿  

     

千
田
美
和
殿  

金
壱
萬
円
也  

荒
井
君
江
殿  

神
谷
俊
二
殿  

 

髙
津
美
和
殿 
           

 
 

 

 

 

 

本堂内部 

本堂外観 

客殿(完成イメージ) 

 

納骨堂(完成イメージ) 

天
寧
寺
で
は
、檀
信
徒
は
も
と
よ
り
、一
般
の
多
く

の
方
々
よ
り
ご
奉
納
と
ご
寄
附
を
受
付
け
て
お
り
ま

す
。浄
財
は
、伽
藍
整
備
、
仏
具
等
修
理
に
当
て
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。 

尚
現
在
、客
殿
・納
骨
堂
建
設
中
に
つ
き
、浄
財
は

工
事
並
び
に
周
辺
整
備
に
当
て
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 
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お
下
が
り
を
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
す
。 

し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
期
の
頃
か

ら
、
お
餅
の
代
わ
り
に
お
金
を
与
え
る

よ
う
に
な
り
、
大
人
が
子
供
に
渡
す
お

小
遣
い
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。 

禅
語 

万
法

ば
ん
ぽ
う

帰
一

い
ち
に
き
す 

不
幸
せ
が
永
遠
に
続
く
こ
と
は
、
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
し
み
や
悲
し
み

が
一
生
続
く
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
数

年
前
は
一
生
続
く
と
怯
え
て
い
た
コ
ロ

ナ
禍
の
状
況
も
、
過
去
の
出
来
事
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
と
い
う
時
間
を

一
生
懸
命
に
生
き
て
い
れ
ば
、
必
ず
状

況
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。 

「
生
者
必
滅

せ
い
じ
ゃ
ひ
つ
め
つ 

会
者
定
離

え
し
ゃ
じ
ょ
う
り

」
と
い
う 

『
平
家
物
語
』
に
出
て
く
る
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
者
に

は
、
や
が
て
は
必
ず
旅
立
ち
の
時
が

や
っ
て
き
ま
す
。
出
会
っ
た
人
た
ち
と

も
必
ず
別
れ
の
時
が
や
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
世
の
中
で
永
遠
と
い
う
も
の
は
何

一
つ
存
在
し
ま
せ
ん
。
常
な
る
も
の
な

ど
こ
の
世
に
は
な
く
、
そ
れ
が
無
常
と

い
う
こ
と
で
す
。 

幸
福
の
温
か
さ
に
包
ま
れ
て
い
る
と

き
、
人
は
そ
れ
が
永
遠
に
続
く
も
の
だ

と
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
人
間

と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、
今
の
幸

福
が
永
遠
に
続
く
こ
と
は
な
い
の
で
す
。 

世
の
中
や
自
分
の
状
況
は
常
に
移
り
変

わ
り
、
留
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
真
実
で
す
。 

き
っ
と
頭
の
中
で
は
、
皆
が
そ
の
こ

と
を
分
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
今
の

状
況
は
永
遠
に
は
続
か
な
い
し
、
大
切

な
家
族
や
愛
犬
と
の
別
れ
も
い
ず
れ
訪

れ
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
分
か
っ
て
い

て
も
、
つ
い
そ
こ
か
ら
目
を
背
け
て
し

ま
い
ま
す
。
必
死
に
な
っ
て
今
の
幸
せ

に
し
が
み
つ
こ
う
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

そ
れ
は
、
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
方
で
は
無
常

で
あ
る
と
い
う
真
実
も
心
の
片
隅
に
置

い
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

反
対
に
、
今
が
不
幸
せ
だ
と
感
じ
て

い
る
人
も
沢
山
い
ま
す
。
こ
れ
も
同
じ

こ
と
。
そ
の
不
幸
せ
が
永
遠
に
続
く
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
し
み
や

悲
し
み
が
一
生
続
く
こ
と
な
ど
あ
り
ま 

せ
ん
。
「
禍
福

か

ふ

く

は
糾

あ
ざ
な

え
る
縄な

わ

の
如ご

と

し
」 

常
に
表
と
裏
と
が
代
わ
る
代
わ
る
や
っ

て
く
る
。
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
で
す
。 

  

                

                            

 

令
和
六
年 

年
回
表 

一
周
忌 

令
和
五
年 

三
回
忌 

令
和
四
年 

七
回
忌 

平
成
三
十
年 

十
三
回
忌 

平
成
二
十
四
年 

十
七
回
忌 

平
成
二
十
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
十
四
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
十
年 

三
十
三
回
忌 

平
成
四
年 

三
十
七
回
忌 

昭
和
六
十
三
年 

四
十
三
回
忌 

昭
和
五
十
七
年 

四
十
七
回
忌 

昭
和
五
十
三
年 

五
十
回
忌 

昭
和
五
十
年 

 
 

＊
法
事
の
お
申
し
込
み
は
お
早
め
に
。
現
在
、
新
築 

工
事
中
つ
き
、
駐
車
台
数
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

令
和
六
年 

行
事
予
定 

三
月
二
十
日(

水)

春
分
の
日 

 
 
 

春
彼
岸
会
墓
経 

八
時
～
十
三
時 

永
代
供
養
墓
合
同
供
養 

十
三
時
～ 

 

八
月
十
一
日(

日)

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(

土)

十
三
時
～ 

 
 
 

施
食
会(

天
寧
寺
本
堂) 

 
 

九
月
十
六
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
二
日(

日)

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(

日)

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
～ 

 
 

永
代
供
養
合
祀
墓 

 

十
三
時
十
五
分
～
永
代
供
養
個
別
墓 

十
三
時
三
十
分
～
樹
木
葬
墓 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 
＊お好きな色の石プレート

にお好きな絵や文字を彫刻

できます。個別区画で春・

夏・秋の年3回供養。最終納

骨後17回忌経過しましたら

ハナミズキの下へ合祀。 

 

 

 
 

 
＊五輪塔型の個別墓で従来のお

墓の様に正面に〇〇家や側面に

戒名や名前などが彫刻できま

す。春・夏・秋の年3回供養。

最終納骨後33回忌経過しました

ら合祀墓へ合祀。 

 

 

 
＊はじめから他の皆様のご遺

骨と一緒に合祀墓へ納骨しま

す。墓誌には戒名や名前など

を彫刻できます。春・夏・秋

の年3回永代供養します。 

 

 
新
規
墓
地
区
画
使
用
者
募
集
中 

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
。 

＊
檀
信
徒
様
以
外
で
も
墓
地
区

画
、永
代
供
養
墓
は
使
用
可
能
で

宗
派
不
問
で
す
。 

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

 

 


