
曹洞宗　佛樹山　浄泉寺 平成２５年１月１日発行　（1）

発行所　〒 285-0902　千葉県印旛郡酒々井町伊篠 647　℡ 043-496-4342 　発行責任者　住職　宮川　義典　 http://www.jyousenji.jp

Soto-Zen.Jyousenji

浄
泉
寺
報
第　９　号　 

栃木黒羽大雄寺山門前で　３号車（超林寺様とご一緒に）

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１３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７日　降誕会（お釈迦様の誕生日・花祭り）

午後２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。

　

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
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
八
月

に
行
わ
れ
ま
し
た
ロ
ン
ド
ン
五
輪
で

は
日
本
選
手
の
活
躍
に
一
喜
一
憂

し
、
多
く
の
希
望
と
勇
気
と
誇
り
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら

国
内
の
経
済
環
境
の
厳
し
さ
は
相
変

わ
ら
ず
で
あ
り
、
そ
の
上
震
災
の
復

興
も
十
分
と
は
言
え
ぬ
進
捗
状
況
、

更
に
福
島
の
原
発
事
故
の
問
題
や
原

発
全
体
に
対
す
る
不
安
な
ど
に
終
始

し
た
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た

十
一
月
に
は
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
、

年
末
に
総
選
挙
が
行
わ
れ
る
な
ど
政

局
も
非
常
に
不
安
定
な
年
で
あ
り
ま

し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
外
交
問
題
で
は

で
は
、
沖
縄
へ
の
オ
ス
プ
レ
イ
の
配

備
問
題
や
韓
国
と
の
竹
島
問
題
、
更

に
中
国
と
の
尖
閣
諸
島
の
領
土
問
題

も
顕
在
化
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
し

て
も
内
外
共
に
混
迷
の
年
で
あ
っ
た

よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
新
た
な

政
府
の
も
と
、
し
っ
か
り
と
し
た
国

政
の
運
営
を
期
待
し
た
い
も
の
で

す
。

　

行
事
の
方
は
、
春
の
花
ま
つ
り
、

お
盆
の
万
燈
会
、
秋
の
観
月
会
と
例

年
通
り
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た

教
区
団
参
と
し
て
栃
木
県
那
須
大
雄

寺
と
湯
西
川
温
泉
の
旅
を
実
施
し
ま

し
た
。（
写
真
上
、
詳
細
は
次
頁
）　

　

更
に
講
座
等
は
、
御
詠
歌
、
坐
禅

会
、
写
経
会
を
例
年
通
り
開
き
ま
し

た
。
特
に
本
年
は
御
詠
歌
講
で
は
、

五
月
の
幕
張
メ
ッ
セ
で
の
全
国
奉
詠

大
会
へ
の
参
加
や
十
一
月
の
木
更
津

ア
カ
デ
ミ
ア
ホ
ー
ル
で
の
千
葉
県
大

会
へ
の
参
加
な
ど
大
き
な
行
事
が
あ

り
ま
し
た
。（
詳
細
は
次
頁
）

　

こ
れ
ら
の
講
座
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
に

気
軽
に
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
よ
う

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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シ
リ
ー
ズ
浄
泉
寺
の
文
化
財

栃
木
那
須
黒
羽
大
雄
寺
参
拝
と
湯
西
川
温
泉
の
旅

　

栃
木
県　

那
須
黒
羽
の
浄
泉
寺
ゆ

か
り
の
古
刹
大
雄
寺
参
拝
と
平
家
の

落
人
部
落
と
し
て
有
名
な
湯
西
川
温

泉
の
一
泊
二
日
の
旅
に
行
っ
て
参
り

ま
し
た
。

　

今
回
の
教
区
団
参
は
、
バ
ス
三
台

で
約
百
名
の
参
加
者
で
し
た
。

　

一
日
目
は
、
出
発
し
た
こ
ろ
は
良

い
お
天
気
で
し
た
が
高
速
道
路
を
降

り
那
須
に
入
る
と
雨
が
降
り
始
め
、

昼
食
を
終
え
て
黒
羽
の
大
雄
寺
に
着

く
こ
ろ
に
は
本
格
的
な
雨
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
の
大
雄
寺
は
、
と
て
も
浄
泉
寺

と
は
縁
の
あ
る
寺
で
、
浄
泉
寺
の
寺

宝
で
あ
る
雲
板
と
い
う
仏
具
が
こ
の

寺
か
ら
来
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
大
雄
寺
で
は
法
要
を
営
み
、

ご
住
職
に
諸
堂
を
案
内
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
建
物
全
体
が
室
町
様
式

の
禅
宗
寺
院
の
造
り
を
色
濃
く
残
し

て
お
り
、
道
元
禅
師
の
生
涯
を
映
画

化
し
た
「
禅
」
や
最
近
で
は
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
「
一
休
さ
ん
」
の
撮
影
に
も

使
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
栃
木

県
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
し
た
。
雨
に
濡
れ
た

諸
堂
や
境
内
は
と
て
も
落
ち
着
い
て

趣
の
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
こ
の
諸
堂

　

当
時
こ
の
地
方
の
主
権
者
で
佐

倉
（
本
佐
倉
）
城
主
で
あ
っ
た
千
葉

氏
よ
り
、
浄
泉
寺
の
開
基
で
あ
る
粟

飯
原
氏
に
与
え
ら
れ
た
所
領
の
安
堵

状
（
土
地
の
所
有
権
を
公
に
認
め
た

文
書
）
で
二
通
あ
り
ま
す
。
こ
の
中

世
文
書
に
よ
り
浄
泉
寺
が
中
世
以
来

の
由
緒
を
持
つ
寺
院
で
あ
る
こ
と
が

如
実
に
証
明
さ
れ
ま
す
。
文
書

( 一 )
の

「
常じ

ょ
う
き輝

」
は
千
葉
家
第
二
十
代
千
葉

介
孝の

り
た
ね胤

。「
粟
飯
原
豊
後
入
道
胤
光
」

を
維
持
す
る
こ
と
は
と
て
も
大
変
だ

と
い
う
事
で
し
た
。

　

山
門
か
ら
山
を
下
り
再
び
バ
ス
に

乗
っ
て
一
路
湯
西
川
温
泉
に
向
い
ま

し
た
。
秋
の
山
奥
の
夕
暮
れ
は
早
く

湯
西
川
温
泉
に
到
着
し
た
こ
ろ
に

は
、
す
っ
か
り
暗
く
な
っ
て
お
り
ま

し
た
。
急
い
で
温
泉
に
つ
か
り
夕
食

会
場
へ
。教
区
長
老
師
の
挨
拶
の
後
、

浄
泉
寺
檀
信
徒
総
代
の
吉
岡
氏
も
挨

拶
を
し
、
楽
し
い
宴
が
始
ま
り
ま
し

た
。
特
に
参
加
者
の
一
番
多
か
っ
た

浄
泉
寺
に
は
芸
達
者
な
方
が
沢
山
お

ら
れ
、
皆
さ
ん
十
二
分
に
楽
し
ん
だ

よ
う
で
し
た
。

　

二
日
目
は
、
秋
晴
れ
の
お
天
気
で

す
。
前
日
は
天
候
も
悪
く
、
湯
西
川

温
泉
の
景
色
も
分
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
朝
か
ら
紅
葉
を
大
い
に
楽
し

み
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、大
谷
観
音
を
お
参
り
し
、

益
子
で
昼
食
を
と
り
、
笠
森
観
音
を

訪
ね
、楽
し
い
旅
を
終
わ
り
ま
し
た
。

大雄寺本堂

大雄寺本堂内で教区ご寺院と

大谷　平和観音前で（３号車）

浄泉寺中世文書（一）

浄泉寺中世文書（二）
は
浄
泉
寺
の
創
立
者
胤
光
（
千
葉
氏

の
有
力
な
一
族
・
鎌
倉
大
草
紙
）
の

別
号
で
あ
る
。

（二）
の
「
輪り

ん
か
く覚
」
は
第

二
十
一
代
千
葉
介
勝か

つ
た
ね胤

。「
右
衛
門

三
郎
」
は
、
胤
光
の
子
、
胤
信
の
別

号
で
あ
る
。
ま
た
、「
周
心
院
」
と

は
浄
泉
寺
の
創
建
時
の
名
前
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
二
通
の
文
書
に
あ
る
普

光
寺
、
下
金
山
、
松
崎
郷
神
宮
寺
領
、

広
倉
寺
領
等
は
粟
飯
原
氏
の
所
領
と

し
て
安
堵
を
受
け
た
わ
け
で
あ
り
ま

す
が
現
在
で
は
そ
れ
を
確
認
す
る
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
。
東
国
の
雄
で
あ

り
な
が
ら
、
千
葉
氏
発
給
の
文
書
の

正
本
（
実
物
）
が
残
さ
れ
て
い
る
も

の
が
数
が
少
な
く
、
と
て
も
貴
重
な

も
の
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。　
　

　
　
　
（
酒
々
井
町
指
定
文
化
財
）

印
東
庄
伊
篠
北
方
村
事

相
守
実
父
左
近
将
監
遺

跡
下
金
山
并
松
崎
郷
神
宮

寺
任
先
例
可
令
領
知
仍

廣
倉
寺
領
伊
篠
北
方
之

事
。
周
心
院
江
寄
進
是

又
不
可
有
相
違
之
状
如
件

永
正
六
年
九
月
二
十
八
日
　
輪
覚

粟
飯
原
豊
後
入
道
浄
泉

粟
飯
原
豊
後
入
道
殿

粟
飯
原
右
衛
門
三
郎
殿

任
申
上
旨
周
心
院
於
被
成

二
宗
比
丘
尼
如
毎
々
可
加

扶
持
候
。
此
儀
於
子
々
孫
々

孫
々
不
可
有
相
違
之
状
如
件

明
応
四 

十
一
月
九
日
　
常
輝

菩
提
所
候
。
次
普
光
寺
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三味線奏者　佐藤通芳氏

全国大会に参加した浄泉寺梅花講の皆さん

　

十
月

二
十
七
日

の
夜
天
空

は
高
く
、

た
な
び
く

幾
つ
か
の

雲
を
照
ら

し
な
が
ら

美
し
い

十
三
夜
の

月
が
昇
り

ま
し
た
。

　

恒
例
の
浄
泉
寺
観
月
会
が
始
ま
り

で
す
。
曹
洞
宗
開
祖
道
元
禅
師
を
偲

び
、本
堂
に
「
道
元
禅
師
観
月
の
図
」

を
掲
げ
、
宗
租
の
供
養
と
名
月
を
見

な
が
ら
素
敵
な
音
楽
を
楽
し
も
う
と

い
う
も
の
で
す
。

　

今
年
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の

太
田
恵
資
氏
を
お
招
き
し
て
行
わ
れ

ま
し
た
。
ス
テ
ー
ジ
前
に
は
お
檀
家

さ
ん
が
観
月
会
に
相
応
し
い
花
を

飾
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

会
場
は
、ほ
ぼ
予
約
席
で
埋
ま
り
、

成
田
で
行
わ
れ
た
弦
ま
つ
り
の
流
れ

で
お
出
で
い
た
だ
い
た
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

太
田
氏
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
、
即

興
演
奏
を
得
意
と
し
、
こ
の
日
も
ア

ラ
ブ
な
ど
中
東
の
民
族
音
楽
風
な
演

奏
で
月
明
か
り
の
中
の
砂
漠
や
そ
れ

を
行
く
ラ
ク
ダ
の
群
れ
な
ど
を
連
想

さ
せ
る
よ
う
な
、
と
て
も
味
わ
い
の

あ
る
演
奏
で
し
た
。

　

特
に
演
奏
に
時
折
加
え
ら
れ
る
声

も
楽
器
の
よ
う
な
不
思
議
な
音
色
で

曲
に
厚
み
を
持
た
せ
て
お
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
も
ア
コ
ー

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
だ
け
で
な
く
、

エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

も
使
い
、
更
に
様
々
な
エ
フ
ェ
ク

タ
ー
な
ど

も
使
っ

て
、
雰
囲

気
づ
く
り

を
し
て
お

り
ま
し

た
。

　

殆
ど
が

ア
ド
リ
ブ

演
奏
で
す

の
で
、
正
に
「
一
期
一
会
」
の
浄
泉

寺
で
だ
け
の
音
色
で
楽
し
ま
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
浄
泉
寺
で
は
お
な
じ
み
の

箏
奏
者
海
宝
幸
子
さ
ん
と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
披
露
さ
れ
、
と
て
も

素
敵
な
演
奏
会
と
な
り
ま
し
た
。

十
三
夜
の
日
　
観
月
会

梅
花
流
全
国
大
会
に
参
加

送
り
盆
の
日
　
万
燈
会

　

今
年
も
送
り
盆
の
夜
（
八
月
十
五

日
）
に
万
燈
会
の
行
事
を
行
い
ま
し

た
。
夕
方
か
ら
境
内
や
墓
所
に
青
竹

に
入
れ
た
蝋
燭
を
三
〇
〇
灯
ほ
ど
と

も
し
、
多
く
の
檀
信
徒
の
皆
様
の
参

加
と
特
に
浄
泉
寺
に
お
墓
を
お
持
ち

の
方
々
が
ご
先
祖
様
を
送
り
な
が

ら
、
帰
り
に
本
堂
に
上
が
り
盂
蘭
盆

会
の
法
要
に
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

終
了
後
、
今
年
は
津
軽
三
味
線
を

お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

津
軽
三

味
線
は
、

酒
々
井
町

出
身
の
佐

藤
通
芳
さ

ん
で
、
と

て
も
力
強

い
三
味
線

を
聴
か
せ

て
い
た
だ
き
、
ま
た
所
ど
こ
ろ
に
津

軽
三
味
線
の
薀
蓄
な
ど
も
交
え
た
軽

妙
な
お
し
ゃ
べ
り
も
上
手
で
楽
し
い

演
奏
会
と
な
り
ま
し
た
。
何
と
言
っ

て
も
、
見
せ
場
（
聴
か
せ
ど
こ
ろ
）

は
、
浄
泉
寺
の
数
々
の
イ
ベ
ン
ト
を

サ
ポ
ー
ト
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
箏

奏
者
で
道
芳
さ
ん
の
母
で
も
あ
る
海

寶
幸
子
さ
ん
と
の
コ
ラ
ボ
で
、
勿
論

息
の
合
っ
た
演
奏
は
当
然
と
言
え
ば

当
然
で
す
が
、
楽
し
そ
う
に
、
ま
た

お
互
い
に
気
遣
い
な
が
ら
演
奏
し
て

い
る
よ
う
す
が
と
て
も
微
笑
ま
し
く

も
感
じ
ま
し
た
。

　

機
会
を
見
て
ま
た
お
招
き
し
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

送
り
盆
の
夜
、
こ
の
美
し
く
力
強

い
音
色
は
き
っ
と
仏
様
の
元
に
戻
っ

て
い
く
ご
先
祖
様
た
ち
の
良
い
お
土

産
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま

し
た
。

　

五
月
二
十
九
日
と
三
十
日
の
二
日

間
、
幕
張
メ
ッ
セ
で
梅
花
流
ご
詠
歌

の
創
立
六
十
周
年
記
念
奉
賛
大
会
が

開
か
れ
、
二
十
九
日
に
浄
泉
寺
講
も

参
加
を
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
大
本
山
永
平
寺　

福
山
諦

法
不
老
閣
猊
下
、
大
本
山
總
持
寺　

江
川
辰
三
紫
雲
臺
猊
下
を
お
迎
え

し
、
記
念
法
要
及
び
記
念
奉
詠
大
会

が
行
わ
れ
全
国
か
ら
大
勢
の
梅
花
講

の
皆
様
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

午
後
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、

菩
提
寺
に
曹
洞
宗
の
寺
を
持
ち
、
震

災
で
大
き
な
被
害
の
あ
っ
た
岩
手
県

大
船
渡
市
出
身
の
新
沼
謙
治
さ
ん
の

熱
唱
を
楽
し
み
ま
し
た
。
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梅
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流
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や
す
ら
ぎ
は

　
　
ご
先
祖
の
供
養
か
ら

　

仏
壇
と
お
供
え

　

仏
壇
は
、
私
た
ち
仏
教
徒
が
、
信

仰
の
中
心
と
な
る
御
仏
（
本
尊
様
・

曹
洞
宗
は
釈
迦
牟
尼
仏
）
と
、父
母
・

祖
先
の
お
位
牌
を
お
祀
り
し
、
礼
拝

す
る
た
め
の
、
も
っ
と
も
神
聖
な
場

所
で
す
。

　

何
よ
り
お
釈
迦
様
を
、
信
仰
の
よ

り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
お
ま
つ
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
。

　

昨
年
の
十
一
月
十
五
日
木
更
津
市

の
ア
カ
デ
ミ
ア
ホ
ー
ル
で
隔
年
に
実

施
さ
れ
て
い
る
梅
花
流
ご
詠
歌
の
千

葉
県
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当

浄
泉
寺
講
も
、
こ
れ
に
参
加
、
ご
詠

歌
を
お
唱
え
い
た
し
ま
し
た
。
曲
目

は
「
同
行
御
和
讃
」
で
す
。
最
近
講

員
さ
ん
も
増
え
、
講
師
も
養
昌
寺
の

方
丈
様
に
お
願
い
し
、
一
生
懸
命
こ

の
日
の
た
め
に
練
習
し
て
き
ま
し

た
。
舞
台
で
の
奉
詠
時
間
は
五
分
程

度
で
す
が
、
人
前
で
お
唱
え
す
る
の

は
大
変
緊
張
す
る
も
の
で
す
。
終
っ

て
ほ
っ
と
し
て
写
真
を
撮
っ
て
も
ら

い
ま
し
た
。（
右
）
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
も
あ
り
、
充
実
し
た
楽
し
い
一
日

で
し
た
。

　

墓
苑
利
用
者
の
皆
様
に
幾
つ
か
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
最
近
特
に
墓

地
内
に
お
い
て
カ
ラ
ス
に
よ
る
い
た

ず
ら
が
目
に
つ
き
ま
す
。
ご
み
入
れ

を
荒
ら
す
こ
と
は
も
と
よ
り
、
各
墓

所
の
花
立
か
ら
生
花
を
抜
き
取
っ

て
、
あ
た
り
に
散
乱
さ
せ
る
の
が
一

番
困
り
ま
す
。
せ
っ
か
く
の
供
養
の

花
が
無
残
に
散
ら
か
っ
て
い
る
と
と

て
も
悲
し
く
な
り
ま
す
。
ま
た
最
近

常
花
を
お
供
え
さ
れ
て
い
る
方
も
お

り
ま
す
が
、常
花
は
散
乱
し
ま
す
と
、

ど
こ
の
お
墓
の
も
の
か
分
か
り
づ
ら

く
、
そ
の
ま
ま
ゴ
ミ
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
常
花
を
お
供

え
す
る
場
合
は
、
所
有
が
分
か
る
よ

う
に
さ
れ
る
か
、
簡
単
に
抜
け
な
い

よ
う
な
工
夫
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま

た
、
供
え
ら
れ
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や

缶
類
も
い
た
ず
ら
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
で
き
ま
し
た
ら
、
お
参
り
後
で

き
る
だ
け
お
下
げ
く
だ
さ
る
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
更
に
掃
除
用
具

も
い
た
ず
ら
の
対
象
に
な
っ
て
お

り
、こ
れ
も
散
乱
が
目
に
つ
き
ま
す
。

ご
面
倒
で
も
な
る
べ
く
お
掃
除
の
都

度
お
持
ち
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
重
ね

て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　

住　

職
　

浄
泉
寺
本
堂
内
の
仏
具
の
整
備
に

つ
い
て
、
篤
志
の
方
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

　

更
新
希
望
の
仏
具
は
、
本
堂
内
陣

内
の
灯
籠
一
対
の
台
座
で
あ
り
ま

す
。
現
在
の
も
の
は
塗
り
が
は
が
れ

て
お
り
修
復
も
考
え
ま
し
た
が
、
他

の
仏
具
と
併
せ
て
欅
製
で
新
調
し
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

追
加
希
望
の
仏
具
は
、
卒
塔
婆
立

で
す
。
こ
れ
も
一
法
要
の
卒
塔
婆
の

数
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
欅
製
の
も

の
を
追
加
し
た
い
と
希
望
し
て
お
り

ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
ご
協
力
い
た
だ
け
ま
す

篤
志
の
方
の
、
お
申
し
出
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。
ご
寄
附
い
た
だ
き

ま
し
た
場
合
は
、
当
該
仏
具
に
供
養

者
の
お
名
前
等
を
刻
み
長
く
什
物
と

し
て
使
わ
せ
て
頂
く
と
共
に
、
特
別

供
養
一
座
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。

灯
籠
台
座

一
対
約
七
十
万
円

卒
塔
婆
立

　

約
三
十
万
円

舞台でお唱えする浄泉寺講


