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◎
盂
蘭
盆
先
祖
ま
つ
り
（
お
せ
が
き
）
の
お
知
ら
せ

　

七
月
十
一
日
（
水
）
朝
十
時
半
受
付
開
始

　

十
二
時
半　

開
山
・
歴
住
諸
大
和
尚
報
恩
供
養

　

十
三
時　
　

説
教 

埼
玉
県
東
陽
寺
前
住
職 

鈴
木
永
城
老
師

　

十
四
時　
　

先
祖
ま
つ
り
法 

要
・
檀
信
徒
総
回
向

※
東
京
地
方
は
七
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
が
お
盆
で
す
。
そ
の
間
、
檀

信
徒
各
家
へ
棚
経
に
伺
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
伺
っ
て
い
な
い
お
宅
で
ご

希
望
の
方
は
、
寺
務
所
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
秋
の
観
音
詣
り
「
東
北
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
拝
」
の
お
知
ら
せ

　

鶴
岡
市
の
出
羽
三
山
神
社
に
て
ご
祈
禱
後
、
五
百
羅
漢
特
別
公

開
中
の
巨
刹
善
寳
寺
に
拝
登
。
宿
坊
泊
、
朝
の
お
勤
め
に
参
列
。

二
日
目
は
世
界
一
の
ク
ラ
ゲ
の
種
類
を
有
す
加
茂
水
族
館
、
写
真

家
土
門
拳
の
記
念
館
を
見
学
し
、
即
身
仏
が
安
置
さ
れ
る
海
向
寺

を
参
拝
。
宿
は
名
湯
鳴
子
温
泉
「
鳴
子
ホ
テ
ル
」
泊
。
三
日
目
は

東
北
の
本
山
と
呼
ば
れ
る
正
法
寺
を
拝
登
。
山
主
の
盛
田
正
孝
老

師
に
お
話
を
賜
り
、
そ
の
後
、
世
界
遺
産
中
尊
寺
を
参
拝
し
ま
す
。

　

日
程　

十
一
月
十
二
日
（
月
）
〜
十
四
日
（
水
）
の
二
泊

　

会
費　

六
万
八
千
円
（
見
込
み
）
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成
願
寺
の
み
な
さ
ま
、
本
日
は
遠
方
ま
で
お
詣
り
く
だ
さ

い
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
成
願
寺

平
成
三
十
年 
春
の
観
音
詣
り
説
教

速
疾
頓
成
、皆
与
願
満
足
の
聖
天
さ
ま

　
　
　
　
　
　
埼
玉
県 
妻
沼
聖
天
山 

歓
喜
院 

住
職
　
鈴
木
英
全

埼玉県 妻沼聖天山 歓喜院 住職
鈴木英全上人

　
妻め

沼ぬ
ま

の
聖
天
さ
ま
。
曽
て
賑
わ
っ
た
利
根
川
の
舟
運
を
想
い
、

南
北
に
走
る
現
在
の
街
道
往
来
を
眺
め
乍
ら
、
二
昔
前
、
母
親
と

二
度
三
度
参
拝
に
訪
れ
て
、
ま
た
太
田
市
の
所
用
帰
り
に
も
立
ち

寄
っ
た
思
い
出
に
浸
る
私
で
し
た
。
　
　
　
住
職
　
小
林
貢
人
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の
お
檀
家
さ
ん
と
観
音
さ
ま
の
信
者
の
み
な
さ
ん
の
旅
行
会

と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
お
檀
家
さ
ん
が
い
ら
し
て
良
い
な
と

思
い
ま
す
の
は
、
実
は
当
山
は
檀
家
は
一
軒
も
ご
ざ
い
ま
せ

ん
で
、
信
者
の
み
な
さ
ん
、
お
詣
り
に
お
い
で
く
だ
さ
る
み

な
さ
ん
に
よ
っ
て
支
え
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

檀
家
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
総
代
さ
ん
は
「
信
徒
総
代
」。

六
人
に
お
願
い
し
て
い
る
う
ち
、
お
二
人
は
曹
洞
宗
が
菩
提

寺
で
す
し
、
浄
土
宗
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
菩
提
寺
で
は

「
檀
家
総
代
」
を
お
つ
と
め
の
方
も
お
い
で
で
、
当
山
は
真
言

宗
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
う
し
て
宗
旨
を
超
え
て
信
仰
し
て

い
た
だ
い
て
い
る
の
が
、
こ
の
妻
沼
の
聖
天
さ
ま
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
尊
の
聖
天
さ
ま
は
仏
教
の
神
さ
ま
で
す
。
仏
教
を
お
護

り
す
る
力
を
お
持
ち
で
す
。
真
言
宗
や
天
台
宗
の
密
教
寺
院

で
は
、
本
尊
さ
ま
守
護
の
た
め
聖
天
堂
を
お
持
ち
の
お
寺
も

多
い
。
と
く
に
大
き
な
ご
寺
院
さ
ま
、
成
田
の
新
勝
寺
さ
ま

や
日
野
の
高
幡
不
動
さ
ま
、
浅
草
寺
さ
ま
な
ど
に
は
聖
天
堂

が
あ
っ
て
、
そ
の
甚
大
な
お
力
で
本
尊
さ
ま
を
お
護
り
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。

　

当
山
の
聖
天
さ
ま
は
、
い
ま
か
ら
八
百
四
十
年
ほ
ど
前
に

斎
藤
実
盛
公
と
い
う
方
が
本
尊
と
し
て
お
祀
り
を
さ
れ
ま
し

た
。
と
い
う
こ
と
は
、
当
山
の
聖
天
さ
ま
は
い
っ
た
い
ど
な

た
を
お
護
り
す
る
の
で
し
ょ
う
。
実
は
実
盛
公
は
、「
お
詣
り

に
み
え
る
み
な
さ
ま
方
、
み
ん
な
仏
心
を
お
持
ち
で
す
。
な

の
で
ど
う
か
聖
天
さ
ま
、
お
詣
り
の
み
な
さ
ま
を
守
護
し
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
願
い
を
込
め
ら
れ
ま
し
た
。
み
な
さ
ま

方
が
聖
天
さ
ま
に
と
っ
て
、
守
護
を
す
る
べ
き
仏
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。

　
聖
天
さ
ま
と
十
一
面
観
音
さ
ま
と
の
縁

　

聖
天
さ
ま
は
仏
教
の
神
さ
ま
と
申
し
ま
し
た
が
、
他
に
ど

ん
な
神
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
か
ら
み
な
さ
ま
に
ご
見
学
い
た
だ
き
ま
す
奥
殿
の
彫
刻
に

も
ご
ざ
い
ま
す
七
福
神
に
は
、
弁
財
天
さ
ま
や
大
黒
天
さ
ま
、

毘
沙
門
天
さ
ま
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
天
」
の
つ
く

方
が
仏
教
の
神
さ
ま
。
寅
さ
ん
で
有
名
な
帝
釈
天
さ
ま
も
そ

う
で
す
。「
天
」
の
神
さ
ま
は
、
真
言
宗
を
お
開
き
に
な
っ
た

弘
法
大
師
さ
ま
が
密
教
の
教
え
を
日
本
に
お
伝
え
く
だ
さ
っ

た
時
、
一
緒
に
お
祀
り
の
仕
方
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
「
天
」
の
神
さ
ま
は
、
も
と
も
と
は
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
神
様
で
す
。
日
本
の
八
百
万
神
と
同
じ
よ
う
に
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
に
も
た
く
さ
ん
の
神
様
が
い
ら
し
て
現
在
も
信
仰

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
の
聖
天
さ
ま
は
、

ガ
ネ
ー
シ
ャ
と
い
う
人
間
の
体
に
象
の
頭
を
持
た
れ
る
神
さ
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ま
。
学
問
、芸
術
、芸
能
、商
売
繁
盛
の
神
さ
ま
と
し
て
ひ
じ
ょ

う
に
人
気
の
あ
る
神
さ
ま
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
仏
教
と
の
関
わ
り
を
み
ま
す
と
、
お
釈
迦
さ

ま
の
弟
子
が
一
生
懸
命
修
行
を
し
て
、
ど
う
に
か
悟
り
が
開

け
る
か
と
い
う
時
に
ガ
ネ
ー
シ
ャ
神
が
現
れ
て
、
邪
魔
を
す

る
わ
け
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
現
れ
て
、
せ
っ
か
く
の
修
行
を
壊

し
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
荒
く
れ
た
神
さ
ま
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
た
ち
は
困
り
果
て
て
、
ガ
ネ
ー
シ
ャ

神
が
ど
う
か
邪
魔
を
し
な
い
で
欲
し
い
と
願
っ
た
。
そ
こ
に

「
私
が
ガ
ネ
ー
シ
ャ
神
を
鎮
め
て
仏
教
徒
を
守
る
よ
う
に
い
た

し
ま
し
ょ
う
」
と
お
出
ま
し
に
な
っ
た
の
が
、
十
一
面
観
音

さ
ま
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

女
性
の
神
さ
ま
の
姿
に
変へ

ん

化げ

し
て
、
ガ
ネ
ー
シ
ャ
神
の
前

に
行
き
ま
す
と
、
ガ
ネ
ー
シ
ャ
神
は
一
目
惚
れ
を
し
て
「
結

婚
し
て
ほ
し
い
」と
願
っ
た
そ
う
で
す
。
十
一
面
観
音
さ
ま
は
、

す
ぐ
に
「
良
い
で
す
よ
。
た
だ
し
、
あ
な
た
は
神
さ
ま
と
し

て
偉
大
な
力
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
力
で
仏
教
徒
は
こ

れ
ま
で
邪
魔
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
は
そ
の
力
で
仏

教
を
守
護
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
話
し
ま
し
た
ら
、「
そ
ん

な
こ
と
な
ら
お
安
い
御
用
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ガ
ネ
ー
シ
ャ
神
は
自
身
の
願
い
を
叶
え
て
十
一
面
観
音
さ

ま
と
一
緒
に
な
り
、
以
来
仏
教
を
守
護
す
る
「
天
」
の
神
さ

ま
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
る
の
で
す
。

　
聖
天
さ
ま
の
功
徳

　

当
山
を
開
創
さ
れ
た
斎
藤
実
盛
公
と
い
う
方
は
、
平
家
物

語
な
ど
に
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
武
勇
に
大
変
に
優
れ
た
武

将
と
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
で
も
実
は
非
常
に
情
け
深
い
方

で
、
お
詣
り
に
な
る
み
な
さ
ん
の
た
め
に
聖
天
さ
ま
を
祀
ら

れ
ま
し
た
。
聖
天
さ
ま
の
あ
り
が
た
い
と
こ
ろ
は
、
現
世
利

益
を
い
た
だ
け
る
。
し
か
も
、
速

そ
く
し
つ
と
ん
じ
ょ
う

疾
頓
成
、
速
や
か
に
ご
利

益
が
い
た
だ
け
る
。
当
山
の
一
番
大
き
な
門
「
貴
惣
門
」
と

申
し
ま
す
が
、
そ
の
扁
額
に
は
「
皆か

い
よ
が
ん
ま
ん
ぞ
く

与
願
満
足
」
と
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
れ
は
聖
天
さ
ま
の
お
経
に
出
て
く
る
一
文
な
の
で

す
が
、
こ
の
門
を
く
ぐ
る
方
は
、
願
い
を
た
く
さ
ん
持
っ
て

入
っ
て
く
だ
さ
い
。
願
い
事
の
な
い
人
は
来
な
く
て
良
い
で

す
。
願
い
を
持
っ
て
い
る
人
に
は
必
ず
満
足
を
与
え
る
、
と

こ
う
い
う
す
ご
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

み
な
さ
ま
も
、
こ
れ
か
ら
も
あ
あ
な
り
た
い
、
こ
う
な
り

た
い
と
願
い
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
し
、
人
に
親

切
な
人
間
に
な
り
た
い
、
と
い
う
願
い
な
ん
か
が
お
す
す
め

で
す
。
人
に
親
切
に
し
て
さ
し
あ
げ
る
と
、
自
分
も
な
ぜ
か

嬉
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
が
仏
心
の
根
本

な
の
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
お
心
を
願
い
の
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観
音
さ
ま
の
春
の
お
参
り
（
四
月
二
十
九
日
）
に
参
加
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
檀
信
徒
総
代
　
黒
田
泰
男

　

大
型
連
休
が
始
ま
り
、
秩
父
の
「
芝
桜
ま
つ
り
」
に
よ
る

若
干
の
道
路
渋
滞
は
あ
り
ま
し
た
が
、
遠
く
に
秩
父
連
山
を

望
み
な
が
ら
、
比
企
郡
鳩
山
町
の
金こ
ん
た
く澤

寺じ

を
参
拝
し
ま
し
た
。

金
澤
寺
は
一
二
一
八
年
に
天
台
宗
の
お
寺
と
し
て
開
創
、
そ

の
後
一
五
九
〇
年
に
梅
叟
高
和
尚
に
よ
り
曹
洞
宗
の
お
寺
と

し
て
中
興
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
鳩
山
あ
た
り
の
窯
で
焼
か
れ

た
瓦
は
、
奈
良
時
代
、
聖
武
天
皇
に

よ
る
武
蔵
国
分
寺
の
建
立
に
供
給
さ

れ
た
と
の
こ
と
で
す
（
鳩
山
窯
跡
群

と
し
て
一
九
八
四
年
か
ら
八
五
年
に

か
け
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
ゴ

金澤寺様にて読経する黒田氏

ル
フ
場
の
造
成
に
先
立
ち
発
見
さ
れ
た
）。
ま
た
、
南
北
朝
時

代
の
武
蔵
野
合
戦
で
新
田
軍
（
南
朝
方
）
が
鎌
倉
街
道
の
笛

吹
峠
（
鳩
山
町
、
嵐
山
町
の
境
）
に
布
陣
し
、「
旗
を
立
て
た

山
（
旗
山
）」
が
鳩
山
の
地
名
の
由
来
と
の
こ
と
で
す
。

　

金
澤
寺
の
宮
寺
ご
住
職
に
は
、
こ
れ
ら
鳩
山
の
歴
史
の
ご

説
明
、
本
尊
正
観
世
音
菩
薩
の
ご
説
明
、
十
六
条
の
戒
め
の

大
切
さ
の
ご
講
話
を
頂
き
、
歴
史
を
感
じ
る
金
澤
寺
奉
参
で

し
た
。

　

鳩
山
町
か
ら
国
道
四
〇
七
号
線
を
北
上
し
て
、
熊
谷
市
妻

沼
の
聖
天
山
歓
喜
院
に
向
い
ま
し
た
。
大
き
な
欅
並
木
の
参

道
を
持
つ
妻
沼
聖
天
山
は
、
一
一
七
九
年
に
斎
藤
別
当
実

盛
公
が
大
聖
歓
喜
天
を
お
祀
り
し
た
の
に
始
ま
り
、
来
年
は

八
四
〇
年
を
迎
え
ま
す
。
妻
沼
聖
天
山
は
日
本
三
大
聖
天
の

一
つ
と
し
て
知
ら
れ
、
埼
玉
日
光
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

本
殿
の
歓
喜
院
聖
天
堂
は
、
日
光
東
照
宮
の
創
建
か
ら
百

年
あ
ま
り
後
の
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
林
兵
庫
正
清
及

び
正
信
ら
に
よ
っ
て
建
立
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
日
光
東
照

宮
の
修
復
を
経
験
し
た
職
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
高
い
彫
刻
技

術
、
漆
の
使
い
分
け
な
ど
の
高
度
な
技
術
が
使
わ
れ
て
い
る

と
の
こ
と
で
す
。
当
時
は
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
享
保
の
改

革
に
よ
る
緊
縮
財
政
で
江
戸
城
改
築
な
ど
が
行
わ
れ
ず
、
腕

の
立
つ
職
人
が
聖
天
堂
建
立
に
集
ま
っ
た
と
の
ご
住
職
の
ご

中
に
加
え
て
い
た
だ
い
て
、
周
り
の
方
々
が
幸
せ
に
な
る
よ

う
に
信
仰
に
励
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
お
お
ら
か
に
、
胸
を

張
っ
て
一
生
を
過
ご
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。
仏
の
心
を
お
持
ち
で
し
た
ら
、聖
天
さ
ま
が
護
っ

て
く
だ
さ
い
ま
す
。
本
日
は
ご
参
拝
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌
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説
明
で
し
た
。
庶
民
の
浄
財
に
よ
り
、
四
十
四
年
も
の
歳
月

を
か
け
て
歓
喜
院
聖
天
堂
は
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
聖
天
堂
は
平
成
十
五
年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
の
間
改

修
工
事
が
行
わ
れ
、
平
成
二
十
四
年
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
権
現
造
り
の
聖
天
堂
は
、
各
壁
面
が
鳳
凰
、
琴
棋

書
画
、
三
聖
吸
酸
、
七
福
神
な
ど
の
多
く
の
彫
刻
で
装
飾
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
改
修
に
よ
り
鮮
や
か
な
色
彩
が
蘇
り
、
建

立
当
時
の
棟
梁
、
庶
民
の
篤
い
心
が
偲
ば
れ
ま
す
。

　

金
澤
寺
、
聖
天
山
歓
喜
院
の
参
拝
を
終
え
、
成
願
寺
へ
の

帰
途
、
大
宮
の
大
宮
盆
栽
美
術
館
を
見
学
し
ま
し
た
。
樹
齢

千
年
と
も
言
わ
れ
る
蝦
夷
松
の
盆
栽
な
ど
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。

関
東
の
歴
史
の
一
端
を
肌
で
感
じ
た「
春
の
お
参
り
」で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

春
の
観
音
詣
り
の
報
告

　

最
高
気
温
二
十
七
度
と
予
想
さ
れ
た
昭
和
の
日
、
四
十
人

ほ
ど
の
参
加
者
は
観
音
堂
に
て
ご
祈
禱
後
、
大
型
バ
ス
に
乗

り
込
ん
で
、
予
定
通
り
七
時
半
に
出
発
。
練
馬
か
ら
関
越
道

を
北
上
し
、
二
時
間
ほ
ど
で
金
澤
寺
へ
到
着
し
ま
し
た
。
本

堂
の
背
に
新
緑
の
山
、
つ
つ
じ
や
紫
蘭
な
ど
の
花
々
が
色
と

り
ど
り
に
咲
い
て
い
て
、
な
ん
と
も
春
ら
し
い
風
情
で
す
。

　

ご
住
職
の
宮
寺
守
正
師
が
お
出
迎
え
く
だ
さ
り
、
ま
ず
は

本
堂
に
て
ご
本
尊
の
正
観
音
様
に
ご

挨
拶
の
お
経
を
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
後
、「
自
ら
が
観
音

様
に
な
る
」
と
い
う
題
で
、
お
話
を

賜
り
ま
し
た
（
次
号
に
て
紹
介
）。

　

最
後
に
本
尊
様
の
前
に
進
み
出
て

お
焼
香
、
本
堂
前
で
記
念
撮
影
を
済

ま
せ
る
と
、
埼
玉
県
の
郷
土
菓
子
、「
炭
酸
ま
ん
じ
ゅ
う
」
を

お
み
や
げ
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。
農
村
地
域
で
は
昔
か
ら
繁

忙
期
や
、
物
日
な
ど
に
よ
く
作
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
、
蒸
し

パ
ン
の
よ
う
な
生
地
に
あ
ん
こ
が
た
っ
ぷ
り
。
素
朴
で
ど
こ

か
懐
か
し
い
味
を
感
謝
し
て
楽
し
み
ま
し
た
。

　

バ
ス
は
熊
谷
市
妻
沼
へ
向
け
て
北
上
。
一
時
間
ほ
ど
で
聖

天
山
歓
喜
院
へ
到
着
し
ま
し
た
。
バ
ス
を
降
り
る
と
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
「
阿
う
ん
の
会
」
の
方
が
早
速
ご
案
内
く
だ

さ
り
、
こ
の
地
の
庄
司
を
つ
と
め
、
こ
ち
ら
の
聖
天
さ
ま
を

最
初
に
お
祀
り
さ
れ
た
斎
藤
実
盛
公
の
銅
像
前
で
ご
説
明
く

だ
さ
い
ま
す
。
実
盛
公
は
平
安
時
代
後
期
の
武
将
で
、
義
理

人
情
に
厚
い
人
柄
や
数
々
の
武
勇
が
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
、

特
に
『
平
家
物
語
』
に
は
「
実
盛
最
期
」
と
い
う
章
で
語
ら

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
銅
像
は
、
能
、
歌
舞
伎
な
ど
の
題
材

に
も
な
っ
て
い
る
、
右
手
に
筆
、
左
手
に
鏡
を
持
ち
、
戦
死

お話をされるご住職の宮寺師
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を
覚
悟
し
た
出
陣
前
、
老
兵
と
悟
ら
れ
ぬ
よ
う
髪
を
黒
く
染

め
て
い
る
姿
で
、
後
世
ま
で
「
武
士
の
鏡
」
と
語
り
継
が
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
実
盛
公
の
次
男
が
出
家
し
て
、
本
坊
で
あ

る
歓
喜
院
を
開
創
さ
れ
ま
し
た
。

　

回
廊
を
進
む
と
、
途
中
ご
案
内
の
お
坊
さ
ん
よ
り
お
香
を

ひ
と
つ
ま
み
。
こ
れ
は
「
塗
香
」
と
い
っ
て
、
手
で
揉
み
合

わ
せ
て
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
り
清
め
に
な
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
殿
に
ご
住
職
の
鈴
木
英
全
上
人
が
お
出
ま
し
く
だ

さ
り
、
ご
本
尊
大
聖
歓
喜
天
様
に
お
経
を
あ
げ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ご
住
職
に
よ
り
、
参
拝
者
一
同
の
身
体
健
全
、

福
徳
円
満
、家
内
安
全
、諸
願
満
足
の
願
文
が
読
み
上
げ
ら
れ
、

あ
り
が
た
い
気
持
ち
で
焼
香
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

客
殿
に
移
る
と
茶
菓
の
お
も
て
な
し
を
受
け
な
が
ら
、
ご
住

職
よ
り
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
（
一
頁
参
照
）。

　

普
段
、
儀
式
に
お
使
い
に
な
る
本
殿
前
の
石
段
を
特
別
に

開
け
て
く
だ
さ
っ
て
の
記
念
撮
影
。
そ
の
後
、
再
び
ガ
イ
ド

の
方
に
導
か
れ
、
本
殿
の
色
鮮
や
か
で
見
事
な
彫
刻
を
見
学

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

境
内
に
店
を
構
え
る
老
舗
「
千
代
枡
」
で
う
な
丼
と
冷
た

い
う
ど
ん
の
お
昼
を
い
た
だ
き
、
お
な
か
い
っ
ぱ
い
。
お
土

産
物
屋
さ
ん
を
覗
い
た
あ
と
、
バ
ス
に
乗
り
込
み
ま
し
た
。

　

最
後
に
大
宮
の
盆
栽
美
術
館
へ
。
近
年
外
国
人
に
も
大
人

気
の
「
Ｂ
Ｏ
Ｎ
Ｓ
Ａ
Ｉ
」。
関
東
大
震
災
で
壊
滅
的
な
被
害
を

受
け
た
盆
栽
業
者
が
盆
栽
育
成
に
適
し
た
土
壌
を
求
め
て
こ

の
地
に
い
た
り
、
盆
栽
町
と
い
う
地
名
も
あ
る
ほ
ど
盛
ん
な

地
。
名
品
と
い
わ
れ
る
百
点
ほ
ど
を
季
節
に
応
じ
て
展
示
し

て
い
る
そ
う
で
、
我
々
よ
り
も
は
る
か
先
輩
の
五
葉
松
や
真

柏
な
ど
を
見
学
。
真
、
行
、
草
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
で
作
ら

れ
た
座
敷
に
は
、
床
の
間
に
季
節
、
格
に
応
じ
た
軸
、
水
石

と
と
も
に
盆
栽
が
飾
ら
れ
て
い
て
、
伝
統
的
な
文
化
芸
術
と

の
認
識
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
成
願

寺
に
は
夕
五
時
頃
帰
着
。
観
音
堂
に

て
ご
祈
禱
後
散
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

…
…
冒
頭
の
最
高
気
温
は
東
京
の

予
想
で
熊
谷
は
も
っ
と
暑
い
。
貸
し

日
傘
の
存
在
を
初
め
て
知
っ
た
旅
で

し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

了

国宝の御本殿にて読経

精巧を極める彫刻群を見学

ご住職と記念撮影

盆栽の見どころを
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私
の
名
前
は「
麿ま

ろ

」と
い
い
ま
す
。
七
歳
く
ら
い
の
頃
で
し
ょ

う
か
。
当
時
名
前
を
茶
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
耐
え
か
ね
て
、

母
親
に
改
名
し
て
欲
し
い
と
訴
え
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。

　

母
が
私
に
言
い
ま
し
た
。「
じ
ゃ
あ
、
わ
か
っ
た
。
あ
と
一

年
考
え
て
み
よ
う
。一
年
経
っ
て
も
気
持
ち
が
変
わ
ら
な
か
っ

た
ら
、
一
緒
に
名
前
を
変
え
に
行
こ
う
ね
」。

　

そ
の
言
葉
を
信
じ
て
一
年
間
を
ワ
ク
ワ
ク
し
て
過
ご
し
た

私
は
、ち
ょ
う
ど
、少
女
か
ら
大
人
の
階
段
を
登
っ
て
い
て
…
。

一
年
後
に
は
、
名
前
を
す
っ
か
り
気
に
入
っ
て
愛
し
て
い
た

の
で
し
た
！　

唯
一
無
二
の
私
に
ぴ
っ
た
り
な
名
前
だ
と
。

　

時
間
の
流
れ
に
は
、
は
か
り
知
れ
な
い
力
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

駅
で
喧
嘩
し
て
い
る
大
の
大
人
を
見
か
け
ま
す
。
傘
が
ぶ

つ
か
っ
た
と
か
小
さ
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
の
本

人
た
ち
は
気
持
ち
が
鎮
ま
ら
な
い
様
子
。
そ
れ
が
一
日
経
ち
、

二
日
経
て
ば
後
悔
に
変
わ
っ
た
り
す
る
の
に
。

　

祖
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
何
も
し
て
や
れ
な
か
っ
た
と

自
分
を
責
め
た
の
に
、
今
で
は
良
い
思
い
出
が
強
く
残
っ
て

い
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
薄
ら
い
で
い
く
の
で
す
が
。

　

失
恋
も
時
間
の
流
れ
が
は
た
ら
い
て
、
過
去
に
な
っ
て
い

く
か
ら
今
を
楽
し
く
生
き
ら
れ
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

そ
ん
な
時
間
を
や
り
す
ご
す
時
、
ど
う
し
て
も
気
持
ち
を

抑
え
ら
れ
な
い
時
こ
そ
、
ヨ
ガ
が
必
要
で
。
体
を
伸
ば
し
て
、

呼
吸
を
深
く
す
る
。
目
を
閉
じ
て
、
全
身
の
緊
張
を
と
っ
て

い
く
と
体
が
あ
た
た
ま
り
、
心
が
ス
ー
ッ
と
し
て
、
そ
こ
は

か
と
な
く
至
福
感
を
感
じ
ら
れ
る
ん
で
す
。
あ
と
は
美
味
し

い
も
の
を
食
べ
て
気
ま
ま
に
過
ご
し
た
い
で
す
ね
。

　

そ
の
対
象
か
ら
離
れ
な
が
ら
、
自
分
ら
し
く
い
ら
れ
る
時

間
を
持
つ
こ
と
が
大
切
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お寺の畳敷きの和室で行う贅沢な
レッスンです。 忙しい毎日だからこ
そ、心の静けさとカラダの健やかさ
を味わう特別な時間を作りましょう。 
初心者にも経験者にも深い充足感が
得られるよう構成されています。 幅
広い年代の方におすすめできるクラ
スです。 日常生活とは一味違うこの
レッスンをどうぞお楽しみください。
詳細は中野坂上寺ヨガで検索。予約・
検索は zeroyoga@gmail.com まで。

丸
茂
麿
…
ア
ン
ダ
ー
ザ
ラ
イ
ト
ヨ
ー
ガ
ス
ク
ー
ル
認
定
ヨ
ガ
マ
ス
タ
ー
／
ス

ワ
ミ
チ
ェ
ー
タ
ン
　
ア
ー
ナ
ン
ダ
ヨ
ガ
認
定
ヨ
ガ
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
／
サ
ラ
パ

ワ
ー
ズ
認
定
　15hour yinyoga

テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
／
リ
ザ
ロ
ウ
ィ
ッ
ツ
認
定
　

20hour

リ
ス
ト
ラ
テ
ィ
ヴ
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
／
ス
タ
ジ
オ
ヨ
ギ
ー
認
定
　
ラ
ラ
べ

ヌ
ー
シ
ス nam

asteens 

キ
ッ
ズ
ヨ
ガ
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
／Bali 

バ
リ
ラ
ト
ゥ 

ト

ラ
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ル
バ
リ
ニ
ー
ズ
マ
ッ
サ
ー
ジ 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
終
了

　
時
間
の
流
れ
　
　
　
中
野
坂
上
寺
ヨ
ガ
講
師
　
丸
茂
　
麿
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体
験
し
て
い
た
だ
い
て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
功
績
が
認
め

ら
れ
、
ム
ス
ラ
ヒ
大
使
閣
下
よ
り
感
謝
状
を
賜
り
ま
し
た
。

◎
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」
防
火
演
習
の
報
告

　

毎
年
一
月
二
十
六
日
は
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」
で
す
。
昭

和
二
十
四
年
、
法
隆
寺
金
堂
が
火
災
に
遭
い
、
貴
重
な
仏
教

壁
画
な
ど
を
焼
損
し
た
こ
と
か
ら
文
化
財
を
守
ろ
う
と
い
う

機
運
が
高
ま
り
、
昭
和
二
十
五
年
に
文
化
財
保
護
法
が
制
定

さ
れ
、
続
い
て
昭
和
三
十
年
に
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」
が
定

め
ら
れ
ま
し
た
。
以
来
、
全
国
の
寺
社
仏
閣
で
広
く
こ
の
日

に
防
火
演
習
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
山
も
中
野
消
防
署
、

消
防
団
、
東
郷
町
会
、
成
願
寺
自
衛
消
防
隊
の
合
同
で
、
本

堂
よ
り
出
火
し
た
こ
と
を
想
定
し
、
通
報
、
初
期
消
火
、
文

化
財
の
搬
出
、
放
水
と
い
う
一
連
の
訓
練
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
付
属
中
野
た
か
ら
幼
稚
園
、
近
隣
の
幼
稚
園
、
保

育
園
か
ら
子
ど

も
た
ち
が
多
数

見
学
に
来
山
。

放
水
が
始
ま
る

と
、
大
き
な
歓

声
が
上
が
り
ま

し
た
。

山
内
短
信

◎
オ
マ
ー
ン
国
大
使
閣
下
よ
り
感
謝
状
を
賜
る

　

去
る
二
月
八
日
（
木
）、
駐
日
オ
マ
ー
ン
・
ス
ル
タ
ン
国
大

使
館
に
於
い
て
、
ハ
リ
ッ
ド
・
ビ
ン
・
ハ
シ
ル
・
ビ
ン
・ 

モ

ハ
メ
ッ
ド
・
ア
ル
・
ム
ス
ラ
ヒ
大
使
閣
下
在
任
十
年
を
祝
う

祝
賀
感
謝
会
が
「
日
本
オ
マ
ー
ン
ク
ラ
ブ
」
主
催
で
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

当
山
は
長
年
に
渡
り
、
オ
マ
ー
ン

か
ら
の
留
学
生
と
日
本
の
学
生
の
交

流
を
目
的
と
し
た
「
日
本
オ
マ
ー
ン

学
生
交
流
会
」
の
場
を
提
供
し
て
き

ま
し
た
。
お
寺
へ
の
宿
泊
、
坐
禅
、

畳
の
歩
き
方
、
挨
拶
の
作
法
な
ど
を

感謝状をいただく住職

感謝状

成願寺住職　小林貢人　殿

　日本オマーンクラブが組織する成願寺
での毎年の日本人学生とオマーン人留学
生の交流会の執行・支援の功績顕著なも
のがあります。本行事及びオマーン人学
生の個人に対する惜しみない貴殿の支援
は参加者間の相互理解と友好を大きく増
進しており、深く感謝の意を表します。

　2018 年 2 月 8 日　

駐日オマーン・スルタン国大使
ハリッド・ビン・ハシル・ビン・ 
モハメッド・アル・ムスラヒ

本堂から文化財に模した箱を搬出

本堂へ向け、放水訓練


