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浄
泉
寺
報
第　7　号　

当面の行事等

１月　１日　檀信徒初詣　

        午前９時から午後４時まで

１月　８日～９日　

　　浄泉寺本寺　大雄院（日立市） 開山忌

１月１4日　総代・世話人会　午前１2 時 00 分

２月１５日　涅槃会（お釈迦様の忌日法会）

　　　　　　

３月１７日～２３日　春彼岸会

４月８日　降誕会（お釈迦様の誕生日・花祭り）

午前１０時　本堂　イベント実施（後日お知らせ )

　※　お子様方をつれて、甘茶をかけにおいでく　

　　ださい。夕方までお参りができます。お子様　

　　にはお菓子などを用意します。

寒山十得図（浄泉寺蔵）

　

檀
信
徒
の
皆
様
に
は
輝
か
し
い
新

春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
喪
中
に
て
新
年
を
迎
え
ら

れ
ま
し
た
ご
家
庭
に
は
、
本
年
が
よ

い
年
と
な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

更
に
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
日
頃

よ
り
浄
泉
寺
の
護
持
等
に
格
別
の
ご

高
配
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
、
年

頭
に
あ
た
り
改
め
て
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
三
月
十
一
日
に
発
生
し

た
東
日
本
大
震
災
の
犠
牲
者
の
鎮
魂

祈
る
一
年
で
あ
り
、
ま
た
原
発
事
故

の
影
響
に
恐
れ
お
の
の
く
一
年
で
も

あ
り
ま
し
た
。
日
本
各
地
で
、
あ
る

い
は
世
界
の
い
く
つ
も
の
地
域
で
被

災
者
支
援
活
動
が
お
こ
り
、
鎮
魂
の

祈
り
が
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。
浄
泉
寺

に
お
い
て
も
、
宗
門
を
通
じ
て
義
援

金
の
支
出
や
ら
、
本
堂
前
の
お
賽
銭

箱
の
浄
財
（
約
十
年
分
）
も
お
届
け

い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
物
故
者
の

ご
供
養
も
独
自
に
、
そ
し
て
宗
門
の

供
養
に
も
何
度
か
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
副
住
職
は
、
実
際
に

現
地
へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加

し
ま
し
た
。

　

昨
年
の
十
一
月
に
は
被
災
地
三
県

の
ご
寺
院
の
ご
住
職
方
の
お
話
を
聞

く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
自
ら
も
被

災
し
な
が
ら
檀
信
徒
や
地
域
の
支
援

活
動
、
寺
院
の
復
興
事
業
な
ど
ま
さ

に
菩
薩
行
に
邁
進
さ
れ
て
お
ら
れ
、

感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
心
よ
り
一
日

も
早
い
復
興
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。

　

さ
て
、
私
事
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が

昨
年
は
、
近
隣
の
ご
寺
院
様
、
檀
信

徒
の
皆
様
の
御
助
力
を
い
た
だ
き
ま

し
て
大
本
山
永
平
寺
に
て
焼
香
師
の

大
役
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
大
変
有
難
く
、
こ
の
感
激
を
胸

に
今
後
と
も
精
進
い
た
す
覚
悟
で
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

行
事
の
方
は
、
春
の
花
ま
つ
り
、

お
盆
の
万
燈
会
、
秋
の
観
月
会
と
を

実
施
い
た
し
ま
し
た
。
講
座
等
は
、

御
詠
歌
、
坐
禅
会
、
写
経
会
を
開
い

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
檀
信
徒

の
皆
様
と
寺
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
で
も
あ
り
、
是
非
多
く
の

方
々
の
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
よ
う

ご
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

お
わ
り
に
、
ご
家
族
様
の
皆
様
の

ご
健
勝
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

住　
　

職　
　

合　

掌
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菩提達磨大和尚

招宝七郎大権修利菩薩
　
　

成じ
ょ
う 

道ど

う 

会え

　

二
月
十
五
日
の
涅
槃
会
、
四
月
八

日
の
降
誕
会
、
そ
し
て
十
二
月
八
日

の
成
道
会
を
三
仏
忌
と
し
て
お
釈
迦

様
の
遺
徳
を
讃
え
ま
す
こ
と
は
寺
報

第
三
号
で
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
の
時
に
涅
槃
会
と
降
誕
会
は
、

詳
し
く
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
成
道
会
は
、
ず
っ
と

紙
面
を
割
け
ず
後
回
し
に
な
っ
て
お

り
ま
し
た
の
で
今
回
成
道
会
に
つ
い

て
少
し
お
話
い
た
し
ま
す
。

　

成
道
と
は
成
仏
得
道
の
意
味
で
、

成
仏
ま
た
は
成
正
覚
と
も
い
い
ま

す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
「
人
は
せ
っ
か
く

生
ま
れ
て
き
て
も
、病
気
に
も
な
り
、

年
も
と
る
。
い
つ
死
ぬ
か
も
わ
か
ら

な
い
。
皆
が
何
の
心
配
も
な
く
、
幸

せ
に
暮
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。」
と
思
い
を
巡
ら
せ
、
こ

の
答
え
を
求
め
て
二
十
九
歳
の
時
に

出
家
し
、
六
年
間
の
苦
行
を
続
け
ま

し
た
が
、
ど
う
し
て
も
安
ら
ぎ
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

こ
で
苦
行
を
離
れ
る
決
意
を
し
、
疲

れ
た
身
体
を
癒
し
て
か
ら
、
菩
提
樹

の
期
の
下
で
坐
禅
瞑
想
を
さ
れ
た
の

で
す
。

　

そ
し
て
十
二
月
八
日
、
暁
の
明
星

を
見
て
「
わ
れ
と
大
地
の
有
情
と
同

時
に
成
道
し
た
」
と
悟
り
を
開
か
れ

た
こ
と
を
宣
言
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
私
た
ち
の
苦
し

み
の
原
因
を
正
し
く
見
極
め
、
そ
の

苦
し
み
を
取
り
除
く
た
め
に
、
毎
日

ど
の
よ
う
に
過
ご
せ
ば
よ
い
の
か
を

説
き
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
頭

で
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
生
活
態
度

そ
の
も
の
を
き
ち
ん
と
整
え
、
実
際

に
行
動
に
移
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

人
間
は
欲
望
が
強
く
我
に
執
ら
わ

れ
て
生
き
て
い
ま
す
。
我
に
執
ら
わ

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
も

の
を
不
変
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で

す
。
そ
の
迷
い
が
苦
し
み
を
生
む
の

で
す
。
我
執
か
ら
解
放
さ
れ
れ
ば
苦

し
み
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
お
釈
迦
さ
ま
は
悟

ら
れ
ま
し
た
。

　

仏
は
仏
陀
と
同
じ
く
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
の
ブ
ッ
ダ
か
ら
き
た
言
葉

で
す
。
ブ
ッ
ダ
は
覚
者
（
目
覚
め
た

人
）
と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
の
成

道
を
も
っ
て
仏
と
し
て
の
釈
迦
に
な

ら
れ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
一
切
衆
生
（
生
き
と
し
生

け
る
も
の
）の
同
時
成
道
を
宣
言
し
、

衆
生
に
対
し
て
救
い
の
光
明
を
も
た

ら
さ
れ
た
の
で
す
。

　

有
情
と
は
非
情
（
木
石
等
）
に
対

す
る
語
で
、
感
情
や
意
識
な
ど
心
の

動
き
を
も
つ
一
切
の
生
き
物
を
い
い

ま
す
。

　

各
寺
院
で
は
毎
年
十
二
月
八
日
を

成
道
会
と
称
し
、
報
恩
の
法
要
を
勤

め
ま
す
。
ま
た
禅
宗
の
本
山
や
修
行

僧
の
多
い
寺
院
で
は
「
臘ろ

う
は
ち
せ
っ
し
ん

八
摂
心
」

と
い
っ
て
、
十
二
月
一
日
か
ら
八
日

ま
で
昼
夜
坐
禅
修
行
に
精
進
し
ま

す
。「
報
恩
の
坐
」
と
も
い
い
ま
す
。

　

ま
た
各
地
の
寺
院
や
仏
教
会
等
が

合
同
し
て
、
托
鉢
行
・
募
金
活
動
な

ど
の
報
恩
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
〈
臘
八
と
は
〉

臘
月
八
日
の
こ
と
で
、
臘
月
は
陰
暦

十
二
月
の
異
称
。

浄
泉
寺
の
仏
た
ち

　

浄
泉
寺
の
ご
本
尊
様
は
、
先
に

お
話
し
し
ま
し
た
が
十
一
面
観

世
音
菩
薩
で
す
。
そ
の
ご
本
尊
の

左
に
菩ぼ

だ
い
だ
る
ま

提
達
磨
大だ

い
お
し
ょ
う

和
尚
、
右
に

招し
ょ
う
ほ
う
し
ち
ろ
う
だ
い
げ
ん
し
ゅ
り
ぼ
さ
つ

宝
七
郎
大
権
修
利
菩
薩
の
尊
像
が

祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
二

尊
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

菩
提
達
磨
大
和
尚
は
、
イ
ン
ド
で

生
ま
れ
、
仏
法
を
会
得
し
た
後
、
中

国
へ
お
釈
迦
様
の
正
し
い
仏
法
を
伝

え
る
た
め
海
を
渡
り
ま
し
た
。
中
国

に
は
、
す
で
に
仏
教
は
伝
わ
っ
て
い

ま
し
た
が
、
達
磨
が
伝
え
た
の
は
坐

禅
を
中
心
と
し
て
修
行
を
行
う
「
禅

宗
」
と
い
う
教
え
で
あ
り
、
そ
れ
が

広
が
り
多
く
の
弟
子
が
生
ま
れ
発
展

し
て
い
き
ま
し
た
。

　

や
が
て
中
国
禅
宗
五
家
と
言
わ
れ

る
宗
派
が
で
き
、
そ
の
一
つ
「
中
国

曹
洞
宗
」
の
教
え
が
道
元
禅
師
に

よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

曹
洞
宗
で
は
、
菩
提
達
磨
大
和
尚
を

祖そ

し師
と
呼
び
、
多
く
の
曹
洞
宗
寺
院

で
、
ご
本
尊
様
に
次
ぐ
扱
い
で
お
祀

り
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
に
馴
染
み

の
あ
る
「
ダ
ル
マ
さ
ん
」
は
、
こ
の

達
磨
大
和
尚
の
坐
禅
を
す
る
姿
を
ま

ね
て
お
り
ま
す
。　
　

次
に
大
権
修

利
菩
薩
で
す
が
、
も
と
唐
の
阿
育
王

山
の
鎮
守
で
あ
り
、
右
手
を
額
に
か

ざ
す
の
は
遠
く
海
を
渡
る
人
々
の
安

全
を
見
守
っ
て
い
る
か
ら
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
鎮
守
様
な
の
で
中
国

の
帝
王
の
服
を
着
て
い
ま
す
。
道
元

禅
師
が
中
国
か
ら
日
本
に
帰
る
時
、

公
開
の
安
全
と
持
ち
帰
る
教
え
を
守

護
す
る
た
め
船
に
身
を
ひ
そ
め
て
共

に
海
を
渡
っ
て
き
た
と
い
う
伝
説
が

あ
り
ま
す
。
曹
洞
宗
寺
院
で
は
、
お

寺
の
地
と
伽
藍
を
守
護
す
る
方
と
し

て
お
祀
り
し
て
お
り
ま
す
。
本
堂
に

入
る
機
会
が
あ
っ
た
時
、
是
非
お
参

り
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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昨
年
の
万
燈
会
（
八
月
十
五
日
）

　
　

尺
八
と
琴

　
昨
年
の
観
月
会（
十
月
二
十
二
日
）

　
　

尺
八
と
詩
吟

　

昨
年
の
送
り
盆
の
夜
、
浄
泉
寺
の

境
内
や
墓
地
に
は
、
竹
筒
に
入
れ
ら

れ
た
数
百
の
蝋
燭
が
揺
ら
め
き
、
例

年
ど
お
り
ご
先
祖
様
を
お
送
り
す
る

幽
玄
な
世
界
が
演
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
勢
の
ご
先
祖
様
を
お
送
り
す
る

檀
信
徒
の
皆
様
や
本
格
的
な
尺
八
の

演
奏
と
箏
の
音
の
共
演
を
待
つ
人
で

本
堂
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。

住
職
と
副
住
職
に
よ
る
檀
信
徒
各

家
、
参
拝
者
各
家
の
ご
先
祖
様
を
ご

供
養
す
る
法
要
の
後
、
演
奏
会
が
始

ま
り
ま
し
た
。

　

尺
八
の
清
野
樹
盟
氏
は
、
成
田
市

在
住
で
、
八
歳
か
ら
琴
古
流
尺
八
を

始
め
、
数
々
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞

し
、
東
京
芸
術
大
学
音
楽
部
邦
楽
科

を
卒
業
し
、
現
在
国
内
だ
け
で
な
く

海
外
に
お
い
て
も
精
力
的
に
活
動
を

し
て
い
る
国
内
屈
指
の
尺
八
奏
者
で

す
。
尺
八
の
持
つ
本
来
の
意
義
を
歴

史
を
含
め
て
お
話
し
い
た
だ
く
と
共

に
、
素
晴
ら
し
い
伝
統
の
音
色
を
ご

披
露
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、

近
年
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
出
演

さ
れ
た
箏
の
海
宝
幸
子
さ
ん
と
の
共

演
で
は
、
朗
々
と
流
れ
る
尺
八
の
旋

律
に
箏
が
伴
奏
を
し
、
ま
た
は
主
旋

律
を
奏
で
な
が
ら
、
素
晴
ら
し
い
世

界
が
浄
泉
寺
本
堂
い
っ
ぱ
い
に
響
き

渡
り
、
参
加
者
一
同
大
変
感
激
を
い

た
し
ま
し
た
。
尺
八
と
箏
の
音
に
送

ら
れ
て
各
家
の
ご
先
祖
様
方
も
さ
ぞ

満
足
し
て
仏
様
の
元
に
戻
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
今
年
も
お
楽
し
み
の
上

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

昨
年
十
月
二
十
二
日
夜
、
浄
泉
寺

で
観
月
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
当
日

は
、
雨
の
心
配
も
い
た
し
ま
し
た
が

天
候
は
回
復
し
、
大
勢
の
方
々
が
ご

参
加
下
さ
い
ま
し
た
。
本
堂
に
は
、

月
を
愛
し
た
道
元
禅
師
の「
観
月
図
」

を
掛
け
、
た
く
さ
ん
の
月
見
団
子
に

見
立
て
た
お
饅
頭
を
お
供
え
し
、
禅

師
と
共
に
尺
八
と
詩
吟
の
調
べ
に
酔

い
し
れ
ま
し
た
。
第
一
部
は
、
江
川

信
昭
氏
に
よ
る
尺
八
演
奏
で
す
。
懐

か
し
い
お
ぼ
ろ
月
夜
、
赤
と
ん
ぼ
な

ど
の
童
謡
を
聴
か
せ
て
頂
き
ま
し

た
。

　

第
二
部
は
、
詩
の
吟
詠
で
す
。
全

国
コ
ン
ク
ー
ル
で
の
優
勝
者
の
方
な

ど
レ
コ
ー
ド
会
社
に
も
所
属
さ
れ
て

い
る
方
々
で
、
そ
れ
ぞ
れ
観
月
会
に

ふ
さ
わ
し
い
詩
を
選
ん
で
、
吟
じ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
秋
の
夜
に
朗
々

と
し
た
調
べ
が
本
堂
の
内
外
に
響
き

渡
り
、
大
勢
の
参
加
者
は
、
中
天
に

冴
え
わ
た
る
月
と
秋
風
に
揺
れ
る
薄

の
穂
を
心
に
描
き
な
が
ら
聴
き
入
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

詩
と
吟
詠
者
は
次
の
と
お
り
で
し

た
。

　

菅
原
道
真　

作　

九
月
十
日　

　
　
　
　
　
　

吟　

吉
岡
一
正
氏

　

杜
牧　

作　

山
行　

　
　
　
　
　

吟　

山
口　

宝
雪
氏

　

李
白　

作　

秋
浦
の
歌　

　
　
　
　
　

吟　

塚
越　

玉
翔　

氏

　

李
白　

作　

静
夜
思　

　
　
　
　

吟　

星
野　

旺
月　

氏

　

頼
山
陽　

作　

静
御
前　

　
　
　

吟　

武
島　

鳳　

珠　

氏

　

ナ
レ
ー
タ
ー　

鈴
木　

凌
月　

氏

　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
出
演
順
）

　

第
三
部
は
、
再
び
尺
八
の
江
川
氏

に
よ
る
演
奏
で
す
。
第
一
部
と
は
趣

を
変
え
、
天
城
越
え
、
涙
そ
う
そ
う
、

ハ
ナ
ミ
ズ
キ
な
ど
演
歌
や
ポ
ッ
プ
ス

と
い
っ
た
楽
し
い
曲
を
披
露
さ
れ
ま

し
た
。

　

若
干
の
宗
教
的
行
事
も
入
れ
な
が

ら
、
約
二
時
間
の
観
月
会
は
、
大
勢

の
参
加
者
を
得
て
今
年
も
盛
大
に
終

了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
参

加
の
皆
さ
ん
、
ご
協
力
を
頂
い
た
皆

さ
ん
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

左から尺八の江川氏、吟の武島鳳珠氏、ナレーターの鈴木凌月氏
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成

昭
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昭
和

昭
和

昭
和

年年年年年年年年年

　
や
す
ら
ぎ
は

　
　
ご
先
祖
の
供
養
か
ら

　
仏 

教 

豆 

知 

識

　

曹
洞
宗
の
お
仏
壇
と
お
供
え

　
皆
様
の
お
宅
の
お
仏
壇
に
は
、
お

釈
迦
様
あ
る
い
は
お
釈
迦
様
と
両
祖

様
（
高
祖
道
元
禅
師
様
、
大
祖
蛍
山

禅
師
様
）
の
ご
尊
像
を
お
祀
り
し
て

お
り
ま
す
か
。
ご
先
祖
様
の
霊
を
お

導
き
く
だ
さ
り
、
お
守
り
く
だ
さ
る

ご
本
尊
様
等
を
お
祀
り
し
、
ご
先
祖

様
の
お
位
牌
を
お
祀
り
、
礼
拝
す
る

の
が
正
し
い
お
仏
壇
の
お
祀
り
の
仕

方
で
す
。

　

何
よ
り
本
尊
様
等
を
、
信
仰
の
よ

り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
お
祀
り
す
る
わ

け
で
す
か
ら
、
仏
壇
の
中
央
に
、
み

仏
は
常
に
在
ま
す
と
い
う
思
い
を

も
っ
て
、
合
掌
礼
拝
を
欠
か
さ
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
別
に
華
美
に

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
質
素

で
あ
っ
て
も
、掃
除
を
き
ち
ん
と
し
、

お
花
も
活
き
活
き
し
た
も
の
を
立
て

て
、
荘
厳
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

お
花
は
向
か
っ
て
左
、
灯
明
は
右

に
お
供
え
し
、
中
央
に
香
炉
で
す
。

　

花
の
表
は
、
仏
様
の
方
へ
で
は
な

く
、供
え
る
人
の
方
へ
向
け
ま
す
が
、

こ
れ
は
供
え
る
人
の
気
持
ち
を
表
し

て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
誰
も
が
自
分
の
中
に
持
っ
て

い
る
仏
心
に
花
を
捧
げ
る
の
で
す
。

　

り
っ
ぱ
な
仏
壇
が
あ
っ
て
も
、
お

花
は
枯
れ
、
香
炉
は
よ
ご
れ
、
仏
飯

も
お
水
も
な
い
と
い
う
お
家
が
あ
り

ま
す
が
、
枯
れ
っ
ぱ
な
し
の
花
は
、

そ
の
家
の
人
の
気
持
ち
が
そ
の
ま
ま

表
れ
て
い
る
、
と
い
え
ま
す
。

「
信
は
荘
厳
か
ら
」
と
い
い
ま
す
。

　

形
は
心
の
あ
ら
わ
れ
で
す
。
お
供

え
は
、
供
え
る
人
、
見
る
人
の
気
持

ち
を
も
、
す
が
す
が
し
く
す
る
の
で

す
。

　

お
仏
壇
は
　
ご
本
尊
を

　
お
ま
つ
り
す
る
所
で
す
。

　
亡
き
御
親
や
、
祖
父
母
等
、

　
私
た
ち
の
　
こ
の
身
と
心
に

　
恩
と
縁
の
あ
る
尊
霊
を

　
お
ま
つ
り
す
る
所
で
す
。

　
嬉
し
い
に
つ
け
、悲
し
い
に
つ
け
、

　
報
告
し
、　
今
も
い
ま
す
よ
う
に
、

　
お
ま
つ
り
す
る
所
で
す
。

　
お
仏
壇
は
、
家
庭
の
中
で

　
信
仰
の
中
心
と
な
る
道
場
で
す
。

　
家
庭
の
和
を
支
え
て
く
れ
る

　
か
な
め
の
道
場
で
す
。　

　

ご
本
尊
様
等
の
お
祀
り
を
ご
希
望

の
方
は
、
ご
相
談
を
お
受
け
い
た
し

ま
す
。

各
種
講
座
等
の
ご
案
内

◎
梅
花
流
（
曹
洞
宗
）
御
詠
歌
講

　　

毎
月
第
三
土
曜
日
　

　
　
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

　
新
し
い
講
員
さ
ん
も
増
え
て
ま
す

　
是
非
こ
の
機
会
に
参
加
し
て
み
て

　
く
だ
さ
い
。
　

◎
坐
　
禅
　
会

　
　

毎
月
第
一
日
曜
日
　

　
　
午
前
六
時
か
ら
午
前
七
時
ま
で

◎
写
　
経
　
会

　
　

毎
月
第
三
日
曜
日
　

　
　
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

※　

こ
れ
ら
の
講
座
は
、
日
時
が
変
更
と
な
る
場
合　

　
　

が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
浄
泉
寺
墓
苑
の
ご
案
内

　

本
堂
の
裏
手
に
雛
段
状
に
配
置
さ

れ
た
浄
泉
寺
墓
苑
は
、
眺
望
が
よ
く

美
し
く
整
備
さ
れ
た
聖
地
で
す
。

　

ご
親
族
様
や
お
知
り
合
い
の
方
で

墓
所
を
お
持
ち
で
な
い
方
に
ご
紹
介

く
だ
さ
い
。

　
　

永 

代 

使 

用 

料

　

◎　

一
・
八　

 

㎡　

二  

十  

万
円

　

◎　

二
・
一
六
㎡　

二
十
五
万
円

　

◎　

二
・ 

七 

㎡　

 

三 

十 

万
円

　

◎　

四
・
三
二 

㎡　

 

五 

十 

万
円

※
年
間
管
理
費 

一
区
画   

三
千
円

　

そ
の
他
低
廉
な
価
格
で
の
墓
石
工

事
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
も
行
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
ご
夫
婦
・
個
人
向
け

永
代
供
養
墓
も
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
ら

に
ペ
ッ
ト
の
納
骨
供
養
塔
も
、
多
く

の
方
に
利
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

表
紙
の
寒か

ん
ざ
ん
じ
っ
と
く

山
拾
得
図

　

中
国
唐
代
中
期
の
寒
山
と
拾
得
の

二
人
の
高
僧
。

　

二
人
と
も
奇
行
が
多
く
、
詩
人
と

し
て
も
有
名
だ
が
、
そ
の
実
在
す
ら

疑
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
拾
得
は
天

台
山
国
清
寺
こ
く
せ
い
じ
の
食
事
係

を
し
て
い
た
が
、
近
く
の
寒
巌
に
隠

れ
住
み
乞
食
の
よ
う
な
格
好
を
し
た

寒
山
と
仲
が
よ
く
、
寺
の
残
飯
を

と
っ
て
お
い
て
は
寒
山
に
持
た
せ
て

や
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
こ
の
二
人
は
文
殊
菩
薩
、

普
賢
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
わ

れ
る
。
画
題
と
し
て
も
よ
く
用
い
ら

れ
、
そ
の
飄
々
と
生
き
方
が
禅
の
境

地
に
も
繋
が
り
、
多
く
の
禅
寺
で
飾

ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
掛
け
軸
は
、
本
堂
右
奥
に
古

く
か
ら
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
の

絵
画
で
狩
野
山
雪
の「
寒
山
拾
得
図
」

に
酷
似
し
て
お
り
、
そ
の
不
気
味
さ

グ
ロ
テ
ス
ク
さ
。
に
ん
ま
り
と
タ
レ

目
。
寒
山
の
経
典
を
持
つ
親
指
の
爪

が
鳥
の
く
ち
ば
し
の
よ
う
に
長
く
伸

び
て
い
て
い
っ
そ
う
不
気
味
。
そ
れ

で
も
、グ
グ
ッ
と
惹
か
れ
て
し
ま
う
。


