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浄
泉
寺
報
第　8　号　 

当面の行事等

８月　11日　新盆棚経

８月　13日～ 15 日　棚経

８月　15日　万燈供養（三味線等演奏会）

　午後６時～午後 11 時頃まで

　（三味線等演奏会午後 7 時から８時まで）

８月 17日　施食会　午前９時から

９月 19日～ 25 日　秋彼岸会

10 月 27 日（土）　観月会イベント

（別途ご案内申し上げます。）

10 月 31 日～ 11 月 1日　栃木方面古刹参拝旅行

　
間
も
な
く
本
格
的
な
夏
が
や
っ
て

き
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
ご

健
勝
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。

　
ま
た
日
頃
よ
り
浄
泉
寺
護
持
の
た

め
ご
尽
力
頂
い
て
お
り
ま
す
こ
と
、

深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
数
か
月

が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
が
、

未
だ
復
興
は
目
に
見
え
る
形
で
進
ん

で
は
お
り
ま
せ
ん
。
特
に
原
発
事
故

に
伴
う
放
射
能
汚
染
に
よ
っ
て
、
福

島
県
や
東
北
地
方
、
さ
ら
に
関
東
地

方
に
被
害
が
及
び
、
終
息
の
兆
し
す

ら
見
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
折

日
本
中
の
原
発
が
停
止
し
、
電
力
不

足
の
問
題
が
、
私
た
ち
の
生
活
に
大

き
な
影
響
を
も
た
ら
し
始
め
て
お
り

ま
す
。
今
や
私
た
ち
の
生
活
は
、
電

力
な
く
し
て
は
何
も
で
き
な
い
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

生
活
イ
ン
フ
ラ
の
す
べ
て
に
お
い
て

電
力
が
介
在
し
て
い
ま
す
。
震
災
以

前
は
、
環
境
保
護
や
経
済
的
目
的
に

よ
り
節
電
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
し

た
が
、
今
度
は
夏
場
の
電
力
需
要
に

供
給
量
の
絶
対
量
が
不
足
す
る
と
い

う
大
変
な
事
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

更
に
一
般
家
庭
の
電
気
料
金
も
あ
が

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
猛
暑
の
中
悲

惨
な
事
故
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
願

い
、
被
災
地
の
復
興
と
た
だ
た
だ
放

射
能
問
題
の
終
息
願
う
ば
か
り
で
あ

り
ま
す
。

　
さ
て
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
今
年

の
「
花
ま
つ
り
」
は
、
四
月
八
日
に

多
く
の
方
々
の
ご
参
加
を
い
た
だ

き
、
ボ
ー
カ
ル
と
ギ
タ
ー
の
デ
ュ
オ

「
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ド
ネ
ー
ジ
ュ
」
の

お
二
人
と
地
元
の
童
謡
と
抒
情
歌
の

コ
ー
ラ
ス
グ
ル
ー
プ
「
わ
か
ば
会
」

の
皆
様
を
お
招
き
し
て
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
。
通
常
の
行
事

で
あ
る
御
詠
歌
講
、
写
経
や
坐
禅
会

も
、
少
し
ず
つ
参
加
者
を
増
や
し
な

が
ら
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　
次
に
、
今
年
の
お
盆
の
万
燈
会
で

す
が
、
例
年
通
り
八
月
十
五
日
の
送

り
盆
の
夜
、
沢
山
の
蝋
燭
を
灯
し
、

三
味
線
と
箏
の
演
奏
会
を
開
き
ま

す
。（
詳
細
は
三
ペ
ー
ジ
）

　
ま
た
、秋
に
は
栃
木
方
面
へ
の
旅
、

（
東
北
方
面
を
計
画
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
一
泊
二
日
と
し
た
た
め
変
更

し
ま
し
た
。）
浄
泉
寺
ゆ
か
り
の
名

刹
「
大
雄
寺
」
に
お
参
り
し
、
平
家

の
郷
湯
西
川
温
泉
の
旅
を
計
画
い
た

し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
奮
っ
て
ご
参
加

い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。（
詳
細
は
次
ペ
ー
ジ
）

　
最
後
に
皆
様
の
ご
健
勝
ご
多
幸
を

ご
祈
念
申
し
上
げ
ご
挨
拶
と
致
し
ま

す
。
　
　
　
　
　
住
　
職
　
合
　
掌

春に境内と本堂周辺にもみじを８本植えました。
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お
盆
の
い
わ
れ

　
お
釈
迦
様
の
弟
子
に
目
連
と
い
う

と
て
も
優
れ
た
神
通
力
を
持
つ
尊
者

が
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
目
連
が
神

通
力
に
よ
り
大
千
世
界
の
一
切
の
境

界
を
見
渡
す
と
、
と
て
も
暗
い
霧
の

よ
う
な
所
を
押
し
合
い
、
へ
し
合
い

し
て
、
う
ご
め
く
者
た
ち
の
姿
が
見

え
、
そ
の
中
に
や
せ
衰
え
た
顔
で
、

長
い
髪
を
ふ
り
み
だ
し
て
フ
ラ
フ
ラ

と
歩
い
て
い
る
老
婆
の
姿
が
あ
り
ま

し
た
。
よ
く
見
る
と
、
そ
れ
は
何
と

目
連
尊
者
の
亡
き
母
で
、
そ
こ
は
餓

鬼
道
の
世
界
だ
っ
た
の
で
す
。

　
目
連
は
歎
き
悲
し
ん
で
、
す
ぐ
に

鉢
に
ご
飯
を
盛
っ
て
母
の
も
と
に
行

き
、
差
し
出
す
と
、
母
は
喜
ん
で
鉢

を
取
り
、
飯
を
ま
る
め
て
口
に
入
れ

よ
う
と
し
ま
す
が
、
飯
は
た
ち
ま
ち

火
と
な
り
、
彼
女
の
指
と
唇
を
焼
く

の
で
す
。
母
は
悲
鳴
を
上
げ
て
鉢
を

投
げ
捨
て
、
か
え
っ
て
飢
え
は
増
す

ば
か
り
で
す
。

　
そ
の
さ
ま
を
見
て
、
目
連
は
大
声

を
あ
げ
て
泣
き
叫
び
、
泣
く
泣
く
お

釈
迦
様
の
も
と
に
走
り
、
亡
き
母
の

悲
惨
な
様
子
を
申
し
伝
え
ま
し
た
。

お
釈
迦
さ
ま
は
言
わ
れ
ま
し
た
。

　「
尊
者
よ
、
君
の
母
は
生
前
、
貪

欲
で
人
に
少
し
も
施
し
を
し
な
か
っ

た
の
で
、
今
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
て

い
る
。
君
一
人
の
力
で
母
を
救
う
の

は
無
理
だ
。
今
は
、
十
方
の
も
ろ
も

ろ
の
僧
の
力
を
借
り
る
ほ
か
は
な

い
。
七
月
十
五
日
は
、
比
丘
比
丘
尼

た
ち
が
集
ま
っ
て
、
修
行
中
の
総
反

省
、
つ
ま
り
懺
悔
を
行
う
日
だ
。
こ

の
日
、
あ
た
た
か
い
食
事
や
五
種
類

の
果
物
や
清
浄
な
水
を
用
意
し
て
、

香
を
焼
き
、
灯
火
を
と
も
し
、
そ
の

他
、
心
の
こ
も
っ
た
品
々
を
大
き
な

お
盆
に
盛
り
、
各
地
よ
り
集
ま
っ
て

く
る
僧
に
供
え
な
さ
い
。
懺
悔
を
終

わ
っ
た
僧
た
ち
は
、
清
ら
か
な
気
持

ち
で
こ
の
供
養
を
受
け
、
一
心
に
君

の
母
が
苦
し
み
か
ら
の
が
れ
ら
れ
る

よ
う
に
祈
る
だ
ろ
う
」

　
お
釈
迦
さ
ま
の
言
葉
通
り
に
、
目

連
が
施
主
と
な
っ
て
、
供
養
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
み
ず
か
ら
も

こ
の
供
養
を
受
け
ら
れ
、
そ
の
前
に

僧
た
ち
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

　「
こ
の
供
養
を
受
け
る
前
に
、
ま

ず
施
主
目
連
の
母
と
七
世
の
父
母
の

た
め
に
祈
ろ
う
。
君
た
ち
の
修
行
と

戒
律
を
保
つ
徳
の
力
に
よ
り
、
必
ず

や
目
連
の
母
は
救
わ
れ
る
だ
ろ
う
」

　
こ
の
声
を
聞
い
て
、
目
連
と
こ
の

法
要
の
場
に
集
う
僧
た
ち
は
皆
、
大

い
に
歓
喜
し
、
そ
し
て
目
連
尊
者
の

母
は
、
こ
の
日
を
限
り
に
、
長
い
間

の
餓
鬼
の
苦
し
み
か
ら
の
が
れ
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。

　
目
連
は
お
釈
迦
様
に
深
く
感
謝

し
、
た
ず
ね
ま
し
た
。

「
お
釈
迦
様
、
私
の
母
は
今
、
三
宝

の
功
徳
の
力
と
多
く
の
僧
の
不
思
議

な
力
に
よ
り
餓
鬼
道
の
苦
を
の
が
れ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
未
来
の
仏

弟
子
と
孝
行
な
心
を
持
つ
者
た
ち
の

父
母
が
冥
界
の
苦
を
受
け
る
時
、
私

と
同
じ
よ
う
に
供
養
す
る
こ
と
に
よ

り
、
父
母
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
か
」

　
お
釈
迦
さ
ま
は
、

「
目
連
よ
、
後
の
世
の
、
父
母
の
幸

い
を
想
う
孝
心
の
あ
る
子
孫
が
、
七

月
十
五
日
、
僧
が
修
行
を
終
え
て
懺

悔
す
る
日
に
、
君
と
同
じ
よ
う
に
百

味
の
飲
食
を
供
養
す
れ
ば
、
そ
の
功

徳
に
よ
り
、
父
母
の
苦
し
み
は
た
ち

ま
ち
滅
す
る
だ
ろ
う
。現
在
の
父
母
、

過
去
七
世
の
父
母
の
た
め
、
孝
行
の

誠
を
尽
く
す
日
、
そ
れ
が
七
月
十
五

日
で
あ
り
、
盂
蘭
盆
供
養
な
の
だ
」

と
い
わ
れ
ま
し
た
。

　
お
盆
は
日
本
の
仏
教
行
事
で
、
最

も
普
及
し
た
恒
例
行
事
で
す
。

 

シ
リ
ー
ズ
浄
泉
寺
の
文
化
財

  

秋
の
団
参
旅
行
の
お
知
ら
せ

  

梅
花
流
創
立
六
十
周
年

　
　
記
念
奉
賛
大
会
に
参
加

　
木
造
正
観
世
音
菩
薩
立
像

　
こ
の
正
観
世
音
菩
薩
立
像
は
、
鎌

倉
時
代
の
様
式
を
模
し
て
い
ま
す

が
、
室
町
時
代
の
作
と
推
定
さ
れ
ま

す
。像
高
六
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

臂
張
り
二
十
五
.
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、体
奥
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

い
か
に
も
観
音
ら
し
い
温
容
で
、
裳

裾
の
様
式
に
宋
朝
風
を
取
り
入
れ
た

精
巧
な
彫
り
で
、
温
容
も
優
れ
た
見

事
な
彫
刻
で
す
。

　
昔
は
、
今
の
集
会
施
設
の
位
置
に

大
き
な
観
音
堂
が
あ
り
ま
し
た
が
、

今
は
本
堂
と
向
き
合
う
よ
う
に
境
内

の
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
昭
和
四
十
六
年
に
酒
々
井
町
の

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
毎
月
十
八
日
の
観
音
様
の
ご
縁
日

に
は
、
近
所
の
観
音
講
の
皆
さ
ん
が

掃
除
を
し
、
花
を
あ
げ
て
お
参
り
し

て
お
り
ま
す
。
霊
験
あ
ら
た
か
な
仏

様
と
し
て
慕
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
栃
木
県
那
須
黒
羽
大
雄
寺
参
拝
と

湯
西
川
温
泉
の
旅
（
千
葉
県
第
三
教

区
主
催
）
を
次
の
よ
う
に
計
画
い
た

し
ま
し
た
。
大
雄
寺
は
浄
泉
寺
と
も

ご
縁
の
あ
る
寺
院
で
、
道
元
禅
師
の

ご
生
涯
を
描
い
た
「
禅
」
と
う
い
映

画
の
撮
影
に
も
使
わ
れ
た
寺
院
で

す
。
是
非
皆
様
の
ご
参
加
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

期
　
日
　
10
月
31
日
～
11
月
1
日

費
　
用
　
一
人
　
二
八
、〇
〇
〇
円

※
八
月
末
頃
ま
で
に
電
話
等
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
去
る
五
月
二
十
九
日
に
千
葉
幕
張

メ
ッ
セ
で
開
催
さ
れ
た
御
詠
歌
の
全

国
大
会
に
、
浄
泉
寺
御
詠
歌
講
も
参

加
を
い
た
し
ま
し
た
。
午
前
の
記
念

式
典
等
に

続
き
午
後

は
新
沼
謙

司
シ
ョ
ー

な
ど
も
あ

り
楽
し
い

一
日
で
し

た
。
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浄
泉
寺
大だ

い

施せ

食じ
き

会え

と

　
　
棚た

な

経ぎ
ょ
うの

お
知
ら
せ

◎
　
施
食
会
　
八
月
十
七
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
午
前
九
時
か
ら

　
当
寺
本
堂
で
お
勤
め
し
ま
す
。

　
施
食
会
は
、
も
と
は
施
餓
鬼
と

い
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
現
在
曹
洞

宗
で
は
、
人
権
的
見
地
か
ら
「
施
食

会
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
近
年
は
新
盆
を
迎
え
る
方
の
参

加
が
大
半
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
施

食
会
は
、縁
の
あ
る
無
し
を
問
わ
ず
、

広
く
諸
精
霊
に
飲お

ん

食じ
き

を
施
す
法
会
で

す
。
他
の
た
め
に
す
る
供
養
は
、
自

分
自
身
に
積
む
善
徳
と
な
り
ま
す
。

　
施
食
会
で
の
、
ご
先
祖
様
の
卒
塔

婆
供
養
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　
供
養
料
は
、
一
本
三
千
円
で
す
。

◎
　
棚
　
経
　

　
　
八
月
十
三
日
（
月
）

　
　
　
　
午
前
　
伊
篠
・
飯
仲
地
区

　
　
　
　
午
後
　
中
央
台
・
東
酒
々

　
　
　
　
　
　
　
井
・
そ
の
他
酒
々

　
　
　
　
　
　
　
井
地
区

　
　
八
月
十
四
日
（
火
）

　
　
　
　
午
前
　
並
木
町
・
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
成
田
ニ
ュ
ー
タ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
ン
地
区

　
　
　
　
午
後
　
富
里
・
佐
倉
地
区

　
　
八
月
十
五
日
（
水
）

　
　
　
　
午
前
　
そ
の
他
地
区

※
　
不
在
の
方
は
、
必
ず
ご
連
絡
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
原
則
と
し
て

日
程
の
変
更
は
、
お
受
け
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
日
程
で
不
都
合
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、
昨
年
度
よ
り
八
月

十
三
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
毎
日
午

後
五
時
よ
り
当
寺
本
堂
に
て
、
合

同
で
ご
供
養
い
た
し
ま
す
。
午
後

四
三
十
分
ま
で
に
、
お
越
し
の
上
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
供
養
料
　
三
千
円
以
上

・
卒
塔
婆
つ
き
供
養
料

　
　
　
　
　
五
千
円
以
上

※
　
卒
塔
婆
つ
き
供
養
の
場
合
は
、

当
日
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
◎
　
新
盆
に
つ
い
て

　
今
年
新
盆
を
迎
え
る
の
は
、

　
平
成
二
十
三
年
七
月
よ
り

　
平
成
二
十
四
年
六
月
ま
で
に
逝
去

さ
れ
た
方
で
す
。

（
お
盆
ま
で
に
四
十
九
日
忌
を
終
え

ら
れ
た
霊
位
で
す
。）

◎
　
新
盆
棚
経

　
　
　
八
月
十
一
日
（
土
）

※
　
対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
、
別

途
詳
し
く
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
御
霊
お
く
り
　
万
燈
会
　

　
お
盆
の
行
事
と
し
て
、
各
地
の
寺

院
で
万
燈
会
が
営
ま
れ
ま
す
。
万
燈

会
は
仏
さ
ま
に
た
く
さ
ん
の
燈
明
を

供
え
、
滅
罪
生
善
や
諸
願
成
就
を
祈

願
す
る
行
事
で
す
。

　
日
本
で
は
天
平
十
六
年（
七
四
四
）

十
二
月
、
東
大
寺
で
一
燈
灯
を
と
も

し
、
数
千
の
僧
侶
が
大
仏
の
前
を

巡
っ
て
供
養
し
た
の
が
起
源
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
万
灯
会
が
お
盆
の
行
事
と
な
っ
た

の
は
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
七

月
十
五
日
、
平
家
の
滅
亡
を
弔
う
た

め
始
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　
今
年
も
浄
泉
寺
で
は
境
内
や
墓
地

に
数
百
の
明
か
り
を
燈
し
、
各
家
の

ご
先
祖
様
の
御
霊
を
お
送
り
し
、
万

燈
会
の
ご
供
養
を
行
い
ま
す
。
ま
た

イ
ベ
ン
ト
で
は
、
酒
々
井
町
出
身
の

三
味
線
奏
者
の
佐
藤
通
芳
氏
を
お
招

き
し
、
力
強
い
津
軽
三
味
線
演
奏
を

お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
す
。
更
に
友

情
出
演
と
し
て
、
箏
奏
者
の
海
宝
幸

子
さ
ん
に
も
ご
出
演
い
た
だ
き
ま

す
。
是
非
、
お
越
し
下
さ
い
。

日
　
時
　
平
成
24
年
8
月
15
日（
月
）

　
　
　
　
午
後
7
時
か
ら
8
時
ま
で

受
　
付
　
午
後
6
時
30
分
か
ら

三味線奏者　佐藤通芳氏

　
お
盆
の
迎
え
か
た

　
お
盆
は
、
一
年
に
一
度
、
八
月
に
、

そ
の
家
の
ご
先
祖
を
お
迎
え
し
て
十

分
な
供
養
を
す
る
時
で
す
。
地
方
に

よ
り
、ま
た
そ
の
家
の
習
慣
に
よ
り
、

そ
の
迎
え
方
は
異
な
り
ま
す
が
、
そ

の
一
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　
八
月
十
三
日
の
夕
方
、
家
の
門
口

で
オ
ガ
ラ
（
皮
を
は
い
だ
麻
の
茎
）

を
焚
い
て
精
霊
（
祖
霊
）
を
迎
え
る

風
習
や
、
お
墓
参
り
を
し
、
墓
前
で

火
を
焚
い
て
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
習

慣
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
「
迎
え

火
」
と
い
い
ま
す
。

　
十
四
日
、
精
霊
は
そ
の
家
に
留
ま

る
と
さ
れ
、
仏
壇
や
精
霊
棚
、
ま
た

墓
前
に
灯
明
や
灯
籠
を
と
も
す
の

は
、
万
灯
の
一
つ
と
し
て
精
霊
に
供

養
す
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　
十
五
日
の
夕
べ
（
ま
た
は
翌
早

朝
）
ご
先
祖
様
は
そ
の
家
を
去
る
と

い
わ
れ
て
お
る
と
こ
ろ
か
ら
「
仏
送

り
」
と
も
い
い
、「
送
り
火
」
を
焚

き
、
お
供
え
を
し
、
灯
籠
を
流
し
た

り
、
水
辺
の
無
縁
の
霊
に
施
し
を
す

る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
昨
今
で
は
、
河
水
を
汚
す

の
を
避
け
る
た
め
、
供
物
を
河
に
流

さ
ず
適
宜
処
分
す
る
よ
う
で
す
。

場
　
所
　
浄
泉
寺
　
本
堂
内

　
　
　
　
イ
ス
席
　
約
80
席

　
入
　
場
　
無
　
料

※
　
予
約
は
、
不
要
で
す
が
、
イ
ス

席
を
ご
希
望
の
方
は
、
事
前
に
お
申

込
く
だ
さ
い
。
本
堂
に
入
り
き
れ
な

い
場
合
は
入
場
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　
佐
藤
通
芳
氏
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　
津
軽
三
味
線
奏
者
佐
藤
通
弘
を
父

と
し
、
箏
奏
者
海
宝
幸
子
を
母
と
し

て
生
ま
れ
る
。
父
親
の
三
味
線
へ
の

熱
意
に
感
動
し
、こ
の
世
界
に
入
る
。

和
楽
器
の
音
色
を
聴
き
な
が
ら
育
つ

と
い
う
恵
ま
れ
た
環
境
の
中
、
十
一

歳
か
ら
本
格
的
に
津
軽
三
味
線
を
習

い
、
青
森
県
で
四
年
間
の
修
行
を
積

む
な
ど
し
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
東
京

を
拠
点
に
演
奏
活
動
を
繰
り
広
げ
て

い
る
。
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熱唱するわかば会の皆様

キャンディードネージュのお二人

は
、
童
謡
と
抒
情
歌
を
歌
う
コ
ー
ラ

ス
サ
ー
ク
ル
「
わ
か
ば
会
」
の
皆
様

で
す
。
酒
々
井
町
を
中
心
に
活
動
す

る
コ
ー
ラ
ス
サ
ー
ク
ル
で
、
最
近
聴

い
た
り
歌
っ
た
り
す
る
機
会
の
少
な

く
な
っ
た
童
謡
や
抒
情
歌
を
、
そ
の

歌
の
作
ら
れ
た
意
味
等
も
勉
強
し
、

子
供
た
ち
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
願

う
素
晴
ら
し
い
サ
ー
ク
ル
で
す
。

　
今
回
は
、
春
に
ち
な
ん
だ
歌
を
中

心
に
、「
お
ぼ
ろ
月
夜
」「
春
の
小
川
」

「
シ
ャ
ボ
ン
玉
」
等
を
聴
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
参
加
者
の
皆
様
に

も
歌
詞
を
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の
が
配

ら
れ
、
会
場
全
体
で
懐
か
し
い
歌
を

聴
き
、
歌
い
ま
し
た
。
浄
泉
寺
の
境

内
は
さ
わ
や
か
な
、
そ
し
て
清
ら
か

　
釈
迦
降
誕
会

　
　
浄
泉
寺
花
ま
つ
り

　
恒
例
の
花
ま
つ
り
イ
ベ
ン
ト
が
、

今
年
も
浄
泉
寺
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
住
職
の
挨
拶
の
後
、
本

尊
様
へ
の
ご
挨
拶
の
法
要
、
お
釈
迦

様
の
御
誕
生
を
お
祝
い
す
る
法
要
、

そ
し
て
参
加
者
の
皆
様
一
人
ひ
と
り

が
花
御
堂
に
祀
ら
れ
た
誕
生
仏
甘
茶

を
か
け
、
お
釈
迦
様
の
御
誕
生
を
お

祝
い
し
ま
し
た
。

　
今
年
は
、
四
月
八
日
が
丁
度
日
曜

日
と
重
な
り
、
大
勢
の
皆
様
に
お
越

し
い
た
だ
き
、
み
ん
な
で
浄
泉
寺
花

ま
つ
り
の
行
事
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
法
要
の
後
の
お
楽
し
み
第
一
部

な
歌
声
に
つ
つ
ま
れ
ま
し
た
。

　
第
二
部
は
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の

有
名
曲
の
カ
バ
ー
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲

を
演
奏
し
歌
う
デ
ュ
オ
「
キ
ャ
ン

デ
ィ
ー
ド
ネ
ー
ジ
ュ
」
の
お
二
人
で

す
。キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ド
ネ
ー
ジ
ュ
は
、

都
内
の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
主
に
活
動

し
て
お
り
ま
す
が
、
時
に
は
野
外
で

の
イ
ベ
ン
ト
に
も
参
加
し
て
い
る
よ

う
で
す
。
ギ
タ
ー
の
優
し
い
調
べ
と

ボ
ー
カ
ル
の
歌
唱
力
が
と
て
も
魅
力

的
な
グ
ル
ー
プ
で
す
。

　
こ
の
日
は
、
イ
エ
ス
タ
ー
デ
イ
等

の
ビ
ー
ト
ル
ズ
ナ
ン
バ
ー
や
七
〇
年

代
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
、
そ
し
て
二

つ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
を
披
露
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
　
　

　    

仏  

教  

豆  

知  

識

　
彼
岸
と
は

　
か
な
た
の
岸
の
意
味
で
、
こ
の
世

の
中
で
煩
い
迷
う
人
の
心
の
不
安
定

を
、
波
立
つ
川
や
海
に
た
と
え
、
そ

の
向
こ
う
岸
の
世
界
を
い
い
ま
す
。

　
彼
岸
で
は
何
に
も
煩
う
こ
と
が
な

く
、
平
安
で
静
寂
そ
の
も
の
で
す
。

そ
の
安
ら
ぎ
を
願
っ
て
、
日
本
で
は

三
月
の
春
分
と
九
月
の
秋
分
に
、
そ

れ
ぞ
れ
七
日
間
を
修
行
に
励
む
期
間

と
定
め
た
の
が
、
お
彼
岸
の
行
事
で

す
。

　
春
分
秋
分
の
こ
ろ
は
、
暑
か
ら
ず

寒
か
ら
ず
で
、
修
行
す
る
の
に
最
も

適
し
た
時
期
な
の
で
、
特
に
お
彼
岸

は
大
切
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
彼
岸
会
の
起
源

　
彼
岸
会
は
イ
ン
ド
や
中
国
に
は
な

く
、
日
本
で
、
は
じ
め
ら
れ
た
行
事

で
す
。そ
の
起
源
に
は
諸
説
が
あ
り
、

一
説
に
、聖
徳
太
子
の
時
代（
五
七
四

～
六
二
一
）
に
遡
る
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
最
初
の
記
録
と
し
て
は
、
大
同

元
年
（
八
〇
六
）、
崇
神
天
皇
の
た

め
に
国
分
寺
の
僧
に
、
春
秋
二
季
の

七
日
間
に
わ
た
り
、
金
剛
般
若
波
羅

蜜
多
経
を
転
読
さ
せ
た
の
が
彼
岸
の

行
事
の
は
じ
め
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
彼
岸
会
は
平
安
時
代
の
半
ば
に
は

恒
例
の
行
事
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。

　
ま
た
彼
岸
を
春
分
、秋
分
の
日（
の

前
後
七
日
）
に
さ
だ
め
た
の
は
、
次

の
こ
と
が
起
源
と
さ
れ
ま
す
。

　
中
国
、
唐
代
の
僧
で
中
国
浄
土
教

を
大
成
し
た
善
導
大
師
の
『
観
無
量

寿
経
疏
』
の
中
に
「
念
仏
し
て
西
方

浄
土
の
往
生
を
願
う
に
は
、
春
（
三

月
）・
秋
（
九
月
）
の
、
日
が
真
西

に
没
す
る
時
期
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ

し
い
。
な
ぜ
な
ら
浄
土
は
日
が
没
す

る
真
西
の
方
位
に
あ
り
、
そ
の
方
位

を
念
じ
て
往
生
を
願
う
こ
と
は
浄
土

を
観
想
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら

だ
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
説
か
れ

て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
浄
土
教
の
説
に
よ
れ
ば
、

彼
岸
は
西
方
浄
土
で
あ
り
、
浄
土
を

念
ず
る
日
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
別
の
説
明
も
あ
り
ま
す
。

　
在
家
の
人
は
普
段
は
生
業
に
忙
し

く
、
仏
道
を
修
行
し
た
り
、
善
根
功

徳
を
積
む
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。

そ
こ
で
春
秋
二
季
の
七
日
間
、
悪
を

止
め
、
善
事
を
実
行
す
る
週
間
と
定

め
た
の
が
、
彼
岸
の
行
事
で
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
す
。

　
な
お
戦
後
の
一
九
四
八
年
に
制
定

さ
れ
た
「
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

律
」
に
よ
れ
ば
、
春
分
の
日
は
「
自

然
を
た
た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し
む

日
」
で
あ
り
、
秋
分
の
日
は
「
祖
先

を
う
や
ま
い
、
亡
く
な
っ
た
人
々
を

し
の
ぶ
日
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
春
分
･
秋
分
の
日
が
「
中

日
」
と
定
め
ら
れ
た
の
は
天
保
十
五

年
（
一
八
四
四
）
の
天
保
暦
か
ら
で

す
。


