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身
延
山
五
重
塔
落
慶
法
要
に
参
列

山
梨
県
身
延
町
の
総
本
山
身
延
山
久
遠
寺
で
百
三
十
余
年
ぶ
り
に
復
元
建
立
が
進

め
ら
れ
て
き
た
五
重
塔
が
完
成
し
、
こ
の
五
月
十
三
日
か
ら
十
七
日
ま
で
の
五
日
間

に
わ
た
っ
て
盛
大
な
落
成
慶
讃
大
法
要
が
営
ま
れ
ま
し
た
。
身
延
別
院
か
ら
は
五
月

十
五
日
、
檀
信
徒
四
十
四
人
が
こ
の
落
慶
法
要
に
参
列
し
ま
し
た
。

久
遠
寺
の
五
重
塔
は
江
戸
時
代
初
期
の
元
和
五
年
（
一
六
一
九
年
）
と
幕
末
の
万

延
元
年
（
一
八
六
〇
年
）
の
二
度
、
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
と
も
に
焼
失
し
ま
し

た
。
五
重
塔
の
復
元
は
長
年
の
悲
願
で
し
た
。
身
延
別
院
の
先
代
で
、
久
遠
寺
九
十

一
世
法
主
妙
道
院
日
光
上
人
が
平
成
十
六
年
に
五
重
塔
の
復
元
建
立
を
発
願
さ
れ
ま

し
た
。
同
年
、
身
延
山
五
重
塔
建
立
奉
賛
会
が
組
織
さ
れ
、
最
初
に
建
立
さ
れ
た
元

和
の
塔
を
再
現
す
る
事
業
が
伝
統
的
工
法
と
最
新
の
建
築
技
術
の
粋
を
結
集
し
て
進

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

身
延
別
院
の
檀
信
徒
の
一
行
は
落
慶
法
要
の
当
日
、
午
前
七
時
に
小
伝
馬
町
を
バ

ス
で
出
発
し
ま
し
た
。
さ
わ
や
か
な
青
空
の
も
と
、
バ
ス
は
中
央
自
動
車
道
を
西
に

進
み
、
甲
府
南
イ
ン
タ
ー
か
ら
は
一
般
道
を
南
下
し
、
午
前
十
時
半
過
ぎ
に
は
久
遠

寺
に
到
着
し
ま
し
た
。
完
成
し
た
五
重
塔
の
下
に
は
落
慶
法
要
の
参
列
者
用
に
大
き

な
テ
ン
ト
が
張
ら
れ
、
身
延
別
院
の
檀
信
徒
は
法
要
の
舞
台
に
最
も
近
い
席
に
案
内

さ
れ
ま
し
た
。
法
要
は
、
内
野
日
総
法
主
猊
下
を
導
師
に
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
内
野

法
主
猊
下
は
奉
告
文
の
中
で
五
重
塔
復
元
建
立
に
至
る
ま
で
の
来
歴
を
述
べ
、
「
殊

に
先
代
法
主
・
妙
道
院
日
光
上
人
に
謹
ん
で
報
告
し
、
報
恩
の
誠
を
捧
げ
る
も
の
な

り
」
と
感
謝
の
念
を
表
し
ま
し
た
。
最
後
に
謝
辞
に
立
っ
た
井
上
日
修
身
延
山
総
務

が
「
五
重
塔
は
お
題
目
を
全
世
界
に
発
信
・
伝
播
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
も
の
」
と

宣
言
し
、
式
典
を
終
え
ま
し
た
。
（
平
山
）

総本山身延山久遠寺の五重塔落慶法要に

参列する身延別院の檀信徒の皆さん
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第
六
回

千
葉
県
多
古
町
・
浄
妙
寺

鑑
真
和
尚
の
開
創

今
回
は
千
葉
県
多
古
町
に
あ
る
法
性
山
浄
妙
寺
と

い
う
お
寺
へ
案
内
し
ま
し
ょ
う
。
多
古
町
と
い
う
の

は
成
田
市
の
東
側
に
位
置
す
る
人
口
一
万
六
千
人
余

り
の
田
園
風
景
が
広
が
る
町
で
す
。
「
多
古
米
」
と

呼
ば
れ
る
お
い
し
い
お
米
が
と
れ
る
こ
と
で
も
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
法
華
霊
場
千
か
寺
ま
い
り
を

続
け
て
い
て
、
以
前
か
ら
多
古
町
に
注
目
し
て
き
ま

し
た
。
そ
ん
な
に
広
く
な
い
町
内
に
、
四
十
五
の
お

寺
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
三
十
一
か
寺
が
日
蓮
宗
の
お

寺
な
の
で
す
。
「
日
蓮
宗
王
国
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

る
の
で
す
。
乗
用
車
で
駆
け
巡
れ
ば
、
一
日
で
た
く

さ
ん
の
御
首
題
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

た
の
で
す
。
自
宅
の
あ
る
市
川
市
か
ら
、
二
時
間
ほ

ど
で
多
古
町
に
到
着
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
で
す
。
地
図
に
お
寺
の
あ
る
場
所
を

書
き
込
み
、
次
々
と
訪
ね
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
多

く
の
お
寺
は
幹
線
道
路
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
に
あ

り
、
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
脇
道
は

車
一
台
が
や
っ
と
通
れ
る
ほ
ど
の
狭
い
道
ば
か
り
。

「
こ
の
先
に
、
き
っ
と
お
寺
は
あ
る
は
ず
」
と
思
っ

て
進
ん
だ
も
の
の
、
行
き
止
ま
り
だ
っ
た
り
、
民
家

の
庭
先
に
出
て
し
ま
っ
た
り
。
さ
ら
に
、
目
的
の
お

寺
に
よ
う
や
く
到
着
で
き
た
と
し
て
も
、
住
職
の
住

ん
で
い
な
い
お
寺
（
法
事
な
ど
が
あ
る
と
き
だ
け
住

職
が
戻
っ
て
く
る
お
寺
）
だ
っ
た
り
。

そ
れ
だ
け
に
、
住
職
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
、

「
遠
く
か
ら
、
よ
く
ぞ
ご
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。
道
中

た
い
へ
ん
だ
っ
た
で
し
ょ
う
」
な
ど
と
ね
ぎ
ら
い
の

言
葉
を
か
け
ら
れ
た
と
き
は
、
涙
が
あ
ふ
れ
そ
う
に

な
り
ま
し
た
。

浄
妙
寺
は
ま
さ
に
そ
ん
な
お
寺
で
し
た
。
天
平
宝

子
年
間
（
七
五
七
ー
七
六
五
年
）
、
鑑
真
和
尚
に
よ

っ
て
開
創
さ
れ
た
と
い
う
、
も
の
す
ご
く
古
い
お
寺

で
す
。
中
山
法
華
経
寺
三
世
の
日
祐
上
人
に
よ
っ

て
、
律
宗
よ
り
改
宗
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。「

多
古
町
は
お
寺
の
数
は
多
い
け
ど
、
一
軒
の
お

寺
の
檀
家
数
が
少
な
い
た
め
、
一
人
の
住
職
が
お
寺

を
兼
務
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
ど
の
お
寺

に
も
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
を
語
り
継
ぐ
た
め
に

も
、
兼
務
と
い
う
か
た
ち
で
そ
れ
ぞ
れ
の
住
職
が
が

ん
ば
っ
て
い
る
の
で
す
」
。
浄
妙
寺
の
住
職
は
そ
ん

な
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

一
日
で
た
く
さ
ん
の
御
首
題
を
い
た
だ
く
私
の
目

算
は
外
れ
ま
し
た
が
、
多
古
町
の
お
寺
の
事
情
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

（
平
山
徹
・
新
聞
記
者
）

狭い坂道を下った右手に立派な山門が現れました



昭
和
四
十
七
年
の
開
園

身
延
別
院
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
総
武

霊
園
。
今
回
の
特
集
で
は
緑
あ
ふ
れ
る
総
武
霊
園
に
皆
さ

ん
を
ご
案
内
し
ま
し
ょ
う
。

総
武
霊
園
は
千
葉
県
市
川
市
の
郊
外
、
田
園
風
景
の
中

に
広
が
る
大
規
模
な
民
間
霊
園
で
す
。
身
延
別
院
が
先
代

日
光
上
人
の
時
、
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
十
七
年
）
七

月
、
市
川
市
営
霊
園
に
隣
接
す
る
五
千
三
百
坪
の
土
地
に

宗
派
不
問
の
霊
園
と
し
て
開
園
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
身
延

別
院
の
初
代
住
職
、
藤
井
日
静
上
人
の
御
分
骨
墓
所
（
写

真
下
／
右
）
と
定
め
、
周
辺
を
公
園
墓
地
に
し
て
い
き
ま

し
た
。
現
在
は
一
万
二
千
坪
を
有
し
、
六
千
七
百
の
墓
が

建
ち
並
び
ま
す
。
開
園
以
来
三
十
七
年
が
経
過
す
る
中

で
、
空
き
ス
ペ
ー
ス
は
残
り
わ
ず
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
跡
継
ぎ
が
い
な
い
人
で
も
購
入
す
る
こ
と
が
で

き
、
お
参
り
す
る
親
類
・
縁
者
が
い
な
く
な
っ
て
も
お
寺

が
続
く
限
り
供
養
を
続
け
る
墓
・
永
代
供
養
墓
が
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
総
武
霊
園
で
も
、
こ
の
永
代
供
養
墓
を
設

置
す
る
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

平成２１年（２００９年）８月 願 満（年３回発行）

緑
あ
ふ
れ
る
総
武
霊
園

一万二千坪の広大な霊園

総武霊園のスタッフ

霊
園
の
入
り
口
に
建
っ
て
い
る
の
は
総
武
会
館
で
す
。
一

階
入
り
口
左
手
の
管
理
事
務
所
に
は
所
長
以
下
五
人
の
ス
タ

ッ
フ
が
、
外
回
り
に
は
六
人
が
交
代
で
詰
め
、
霊
園
の
維
持

管
理
に
努
め
て
い
ま
す
。
一
階
奥
に
は
座
敷
が
あ
り
、
ふ
だ

ん
は
お
墓
参
り
に
訪
れ
た
皆
さ
ん
の
お
休
み
ど
こ
ろ
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
二
階
は
、
お
寺
の
本
堂
の
よ
う
な
ス
ペ
ー

ス
に
な
っ
て
お
り
、
法
事
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
日

蓮
宗
は
も
ち
ろ
ん
、
各
宗
派
の
法
事
に
も
対
応
で
き
る
よ
う

に
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

市
川
霊
園
と
の
境
界
に
は
斜
面
林
が
豊
か
な
緑
を
作
り
出

し
、
周
辺
に
は
四
季
折
々
の
草
花
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
立
ち
寄
っ
て
み
て
下
さ
い
。

総武会館二階のスペース

総武会館
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着々と実績！青年会

身
延
別
院
青
年
会
が
四
月
十
二
日
、
東
京
都
江
戸
川

区
の
大
島
小
松
川
公
園
で
開
か
れ
た
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
に
出
店
し
ま
し
た
。
「
東
京
リ
サ
イ
ク
ル
運
動
市
民

の
会
」
が
主
催
し
た
大
規
模
な
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

で
、
青
年
会
と
し
て
初
め
て
参
加
し
ま
し
た
。
身
延
別

院
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
寄
付
い
た
だ
い
た
品
々

を
、
十
四
人
の
会
員
が
手
分
け
し
て
会
場
の
ブ
ー
ス
に

並
べ
、
販
売
に
あ
た
り
ま
し
た
。

当
日
は
天
気
に
も
恵
ま
れ
、
午
前
八
時
半
か
ら
午
後

四
時
ま
で
の
間
に
、
身
延
別
院
青
年
会
の
ブ
ー
ス
に
も

多
く
の
お
客
さ
ん
が
訪
れ
ま
し
た
。
洗
剤
や
タ
オ
ル
、

シ
ー
ツ
な
ど
新
品
の
消
耗
品
に
人
気
が
あ
つ
ま
り
ま
し

た
。
一
日
の
売
り
上
げ
は
五
万
二
千
六
百
円
で
、
身
延

別
院
青
年
会
の
活
動
費
に
充
て
ま
す
。
品
物
の
ご
寄
付

を
い
た
だ
い
た
檀
信
徒
の
皆
様
、
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

◇

前
回
の
「
願
満
」
締
め
切
り
以
降
で
フ
リ
ー
マ
ー
ケ

ッ
ト
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
の
は
、
以
下
の
皆
さ
ん
で

す
。
橋
本
國
孝
、
黒
石
鈴
子
、
塙
多
賀
子
、
足
利
洋

子
、
辻
野
幸
子
、
三
木
静
子
、
金
井
祐
子
、
染
谷
葉
子

（
敬
称
略
）
。

フリーマーケットに出店

売上げ ￥５２，６００

区
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
正
式
登
録

身
延
別
院
青
年
会
が
今
年
六
月
、
中
央
区
社
会
福
祉
協

議
会
の
中
央
区
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
区
民
活
動
セ
ン
タ
ー
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
団
体
と
し
て
登
録
さ
れ
る
と
、
年
間
十
万
円
を
限
度

に
区
か
ら
活
動
費
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

区
民
活
動
セ
ン
タ
ー
に
登
録
さ
れ
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
は
四
十
八
あ
り
ま
す
が
、
身
延
別
院
青
年
会
の
よ

う
に
「
子
育
て
支
援
」
を
主
な
活
動
内
容
と
し
て
掲
げ
て

い
る
団
体
は
青
年
会
を
含
め
二
団
体
で
す
。

キ
ッ
ズ
カ
フ
ェ
地
下
ホ
ー
ル
で
賑
や
か
に

身
延
別
院
青
年
会
は
六
月
二
十
八
日
、
本
堂
地
下
ホ
ー

ル
で
「
キ
ッ
ズ
カ
フ
ェ
」
を
開
き
ま
し
た
。
子
育
て
中
の

若
い
お
母
さ
ん
た
ち
の
交
流
の
場
に
な
れ
ば
と
開
催
し
た

も
の
で
、
今
回
が
二
回
目
で
す
。
「
街
の
喫
茶
店
で
は
、

小
さ
な
子
ど
も
連
れ
だ
と
、
子
ど
も
が
騒
い
で
し
ま
っ

て
、
な
か
な
か
入
り
に
く
い
」
―
―
こ
ん
な
声
が
多
く
聞

か
れ
る
こ
と
か
ら
、
青
年
会
が
お
寺
を
開
放
し
て
取
り
組

ん
で
い
る
も
の
で
す
。
当
日
は
十
五
組
の
親
子
が
訪
れ
、

青
年
会
会
員
が
前
日
か
ら
用
意
し
た
手
作
り
ク
ッ
キ
ー
や

焼
き
菓
子
、
杏
仁
豆
腐
な
ど
を
味
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

本堂地下ホールで開か

れたキッズカフェ。お父

さんもお母さんも子供た

ちと楽しいひとときを過

ごしました。
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心
に
刻
ん
だ
五
重
塔

一
面
で
お
伝
え
し
ま
し
た
よ
う
に
身
延
別
院
の
檀
信

徒
の
一
行
は
五
月
十
五
日
、
総
本
山
身
延
山
久
遠
寺
の

五
重
塔
落
慶
法
要
に
合
わ
せ
、
同
寺
を
団
体
参
拝
し
ま

し
た
。
法
要
の
後
、
一
行
は
客
殿
で
昼
食
を
取
り
、
そ

の
後
、
祖
師
堂
で
御
開
帳
を
受
け
、
御
真
骨
堂
を
参
拝

し
ま
し
た
。
駐
車
場
か
ら
本
堂
の
脇
に
通
じ
る
斜
行
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
も
完
成
し
、
快
適
な
乗
り
心
地
で
し
た
。

春
季
彼
岸
会
法
要
に
五
十
人

身
延
別
院
の
春
季
彼
岸
会
大
法
要
が
、
三
月
二
十
三

日
午
後
一
時
か
ら
、
本
堂
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

檀
信
徒
約
五
十
人
が
本
堂
に
集
い
、
全
員
で
お
経
を

あ
げ
、
ご
先
祖
を
は
じ
め
、
ご
縁
の
あ
っ
た
方
々
を
供

養
し
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
の
誕
生
を
祝
う

身
延
別
院
で
四
月
八
日
、
花
祭
り
（
灌
仏
会
）
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
花
祭
り
は
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
を
祝
う

恒
例
の
行
事
で
す
。
今
年
も
本
堂
の
入
り
口
に
は
、
キ

ク
、
ラ
ン
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
花
で
作
っ
た
御

堂
と
誕
生
仏
（
お
釈
迦
さ
ま
）
が
安
置
さ
れ
ま
し
た
。

お
寺
を
訪
れ
た
人
は
ひ
し
ゃ
く
で
誕
生
仏
に
甘
茶
を
灌

い
で
お
参
り
し
て
い
ま
し
た
。

七
夕
で
短
冊
に
願
い
こ
め

身
延
別
院
で
は
七
月
七
日
、
七
夕
祈
願
を
行
い
ま
し

た
。
平
成
十
八
年
か
ら
始
め
た
行
事
で
、
今
年
は
五
日

か
ら
本
堂
前
に
笹
竹
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

竹
笹
に
は
「
勉
強
が
で
き
ま
す
よ
う
に
」
「
健
康
で

あ
り
ま
す
よ
う
に
」
な
ど
、
様
々
な
願
い
事
の
か
か
れ

た
短
冊
が
た
く
さ
ん
つ
る
さ
れ
ま
し
た
。
お
寺
の
前
を

通
り
か
か
っ
た
人
の
中
に
は
、
思
わ
ず
足
を
止
め
て
笹

飾
り
に
見
入
る
姿
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

御開帳を受けた後、祖師堂で記念撮影をしました

久
遠
寺
で
の
滞

在
時
間
は
短
い
も

の
で
し
た
が
、
檀

信
徒
の
一
人
一
人

が
五
重
塔
の
雄
姿

を

心
に

刻
む

な

ど
、
得
る
も
の
は

多
か
っ
た
よ
う
で

す
。

七夕で境内に設置された笹竹

参拝を済ませた

身延別院檀信

徒の皆さん

寺
の
動
き



施
餓
鬼
大
法
要
に
五
十
人

身
延
別
院
の
盂
蘭
盆
会
施
餓
鬼
大
法
要
が
、
七
月
十

六
日
午
後
一
時
か
ら
、
本
堂
で
営
ま
れ
ま
し
た
。
毎

年
、
お
盆
（
盂
蘭
盆
会
）
の
送
り
火
の
日
に
行
っ
て
い

る
恒
例
の
行
事
で
す
。
今
年
は
檀
信
徒
約
五
十
人
が
本

堂
に
集
い
、
全
員
で
提
婆
達
多
品
、
お
自
我
偈
、
お
題

目
を
唱
え
、
ご
先
祖
を
は
じ
め
、
ご
縁
の
あ
っ
た
方
々

を
供
養
し
ま
し
た
。

次
男
の
寛
文
君
が
僧
道
林
で
修
行

身
延
別
院
の
藤
井
住
職
の
次
男
、
寛
文
（
ひ
ろ
ぶ

み
）
君
（
二
十
一
歳
、
早
稲
田
大
学
四
年
生
）
が
僧
侶

の
道
に
進
む
こ
と
を
決
意
し
、
千
葉
県
鴨
川
市
の
日
蓮

宗
大
本
山
、
清
澄
寺
・
僧
道
林
に

六
月
二
日
か
ら
六
日
ま
で
入
林
し

ま
し
た
。
僧
道
林
は
、
お
経
の
読

み
方
や
あ
い
さ
つ
の
作
法
な
ど
僧

侶
に
な
る
た
め
の
基
礎
を
学
び
ま

す
。
僧
道
林
を
修
了
し
な
い
と
次

の
ス
テ
ッ
プ
に
進
め
ま
せ
ん
。
今

回
僧
道
林
に
入
っ
た
の
は
寛
文
君
を
は
じ
め
二
十
四

人
。
五
日
間
に
わ
た
っ
て
研
修
を
受
け
た
後
、
二
十
四

人
を
代
表
し
て
寛
文
君
が
謝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。

今
年
も
お
稚
児
さ
ん
募
集

身
延
別
院
で
は
十
一
月
三
日
に
行
わ
れ
る
お
会
式

で
、
今
年
も
お
稚
児
さ
ん
行
列
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。
行
列
に
参
加
さ
れ
る
お
稚
児
さ
ん
を
募
集
し
ま

す
。
お
稚
児
さ
ん
行
列
は
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
は
も
ち

ろ
ん
、
地
域
の
皆
様
に
も
お
会
式
に
親
し
ん
で
も
ら
お

う
と
平
成
十
九
年
に
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
昨
年
、
一
昨

年
と
小
伝
馬
町
界
隈
を
約
八
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
お
題

目
と
団
扇
太
鼓
の
音
に
合
わ
せ
て
練
り
歩
き
ま
し
た
。

お
稚
児
さ
ん
を
囲
ん
で
の
記
念
撮
影
も
行
わ
れ
、
「
と

て
も
よ
い
記
念
に
な
っ
た
」
と
好
評
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
お
会
式
で
本
堂
の
内
外
に
飾
り
付
け
る
花
の

製
作
を
十
月
十
九
、
二
十
日
に
行
い
ま
す
。
都
合
の
つ

く
日
、
都
合
の
つ
く
時
間
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。
一
時
間

で
も
、
二
時
間
で
も
、
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
、
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

九
月

一
日
（
火
）
願
満
祖
師
終
日
お
開
帳

十
六
日
（
水
）
大
黒
天
祭
礼

午
後
二
時
よ
り

二
十
日
（
日
）
～
二
十
六
日
（
土
）
秋
季
彼
岸
会

二
十
六
日
（
土
）
彼
岸
会
施
餓
鬼
法
要

午
後
一
時
よ
り

十
月

一
日
（
木
）
願
満
祖
師
終
日
お
開
帳

十
九
日
（
月
）
・
二
十
日
（
火
）
お
会
式
花
づ
く

り
、
青
年
会
べ
っ
た
ら
市
出
店

十
一
月
一
日
（
日
）
願
満
祖
師
終
日
お
開
帳

三
日
（
火
）
宗
祖
報
恩
会
式

十
五
日
（
日
）
大
黒
天
祭
礼

午
後
二
時
よ
り

（
十
三
日
講
は
九
月
～
十
一
月
ま
で
お
休
み
で
す
）

先
代
藤
井
日
光
法
主
が
発
願
し
た
身
延
山
の
五
重
塔
が
完

成
。
落
慶
式
団
参
で
大
い
に
あ
り
が
た
か
っ
た
の
が
斜
行
式

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
。
こ
れ
ま
で
肢
の
悪
い
方
は
難
儀
を
し
ま
し

た
が
、
こ
れ
で
安
心
で
す
。

身
延
別
院
青
年
会
の
活
動
と
し
て
、
今
号
は
フ
リ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
と
キ
ッ
ズ
・
カ
フ
ェ
の
活
動
の
様
子
を
ご
紹
介
。
お

知
り
合
い
の
青
年
男
女
に
ぜ
ひ
入
会
を
お
勧
め
下
さ
い
。
と

こ
ろ
で
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
「
フ
リ
ー
」
の
意
味
を
ご

存
じ
で
し
た
？

フ
リ
ー
は<flea

>

で
「
ノ
ミ
」
の
こ
と
な
ん

で
す
と
。
ま
さ
に
「
ノ
ミ
の
市
」
の
直
訳
な
ん
で
す
ね
。
気

づ
か
な
か
っ
た
。
（
潮
）

平成２１年（２００９年）８月 願 満（年３回発行）

今
後
の
予
定

編
集
後
記

厳粛に行われた施餓鬼大法要


