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九
月
二
十
三
日
（
木
）
秋
分
の
日

　

十
一
時　

受
付
始
ま
り

　

十
三
時　

秋
彼
岸
法
要

　
「
修
証
義
」
を
奉
読
い
た
し
ま
す
。
ご
参
列
の
皆
様
は

黙
読
に
て
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
す
。

＊
ご
来
山
の
際
は
体
調
を
考
慮
の
上
、
マ
ス
ク
着
用
、
手
洗
い
、

咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
な
ど
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
感
染
症
対
策
に

お
努
め
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

＊
ご
案
内
の
行
事
は
状
況
に
よ
っ
て
は
変
更
ま
た
は
中
止
に
な

る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
当
山
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認

い
た
だ
く
か
、
寺
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
十
六
羅
漢
尊
者
の
様
態

　
第
五
尊
者
　
諾な

く

ら
矩
羅

　

こ
の
尊
者
が
、
自

然
に
同
化
し
な
が
ら

も
口
を
堅
く
結
ん
で

い
る
の
は
、
人
間
ど

も
の
く
だ
ら
ぬ
議
論

な
ど
つ
ま
ら
ぬ
こ
と

だ
、
い
ら
ぬ
こ
と
は

言
わ
ぬ
が
よ
い
と
、
鳥
た
ち
を
相
手
に
態
度
で
示
し
て
い
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
気
づ
い
た
鳥
た
ち
は
一
瞬
そ
の

さ
え
ず
り
を
止
め
た
と
い
う
。
弟
子
の
阿
羅
漢
八
百
人
と
ヒ

マ
ラ
ヤ
の
南
方
、
南な

ん
せ
ん贍

部ぶ

州し
ゅ
うに

住
む
。

連
載

  

羅
漢
さ
ま
の
功
徳
④

　
新
宿
区
長
泰
寺  

住
職
・
元
駒
澤
大
学  

総
長
　
大
谷
哲
夫

第五尊者　諾矩羅

　
第
六
尊
者
　
跋ば

つ

陀だ

ら羅

　

あ
る
日
、
こ
の
尊
者
の
目
前
を
横
切
ろ
う
と
し
た
、
か
の

金こ
ん
じ
ち
よ
う

翅
鳥
（
迦カ

ル

ラ
楼
羅
）
で
さ
え
、
そ
の
眼
光
に
す
く
み
あ
が
り
、

一
日
中
空
中
に
停
止
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
最
も
好
餌
と
す
る
龍

を
捕
ま
え
そ
こ
ね
た
。
そ
れ
以
来
、
金
翅
鳥
、
龍
女
と
も
に
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の
み
あ
る
と
信
じ
た
異
常
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
だ
っ
た
。
そ
れ
を

見
か
ね
た
釈
尊
が
、
あ
る
日
「
そ
の
思
い
込
み
を
や
め
よ
。

さ
も
な
い
と
永
遠
に
生
き
ら
れ
ま
い
」
と
諭
さ
れ
た
。
彼
は
、

お
諭
し
に
従
い
、
自
心
の
は
た
ら
き
を
一
切
停
止
さ
せ
た
。

す
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
彼
の
眉
毛
が
伸
び
は
じ
め
、
そ
の

眉
毛
の
輪
の
中
に
、
彼
を
と
り
ま
く
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在

と
出
来
事
の
真
実
の
姿
が
み
え
は
じ
め
た
と
い
う
。
今
で
も

彼
は
、
そ
の
長
い
眉
毛
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
把
握
し
、

地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
の
真
実
を
見
て
い
る
。
弟
子
の

千
人
の
阿
羅
漢
と
イ
ン
ド
の
僧そ

う
ぎ
ゃ伽

荼だ

州し
ゅ
うに

住
む
。

　
第
八
尊
者
　
伐ば

闍じ
ゃ

羅ら

ぶ

と

ら

弗
多
羅

　

こ
の
尊
者
は
、
永

遠
と
無
限
の
世
界
に

浮
遊
し
、
山
川
草

木
を
愛
し
、
地
上
の

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生

き
物
が
大
好
き
で
あ

る
。
特
に
、
鳥
獣
と

は
親
し
く
、
獅
子
や
虎
や
龍
と
は
大
の
親
友
だ
と
い
う
。
今

日
も
、
龍
が
や
っ
て
来
て
、
表
面
的
に
は
大
義
名
分
を
主
張

し
な
が
ら
、
そ
の
裏
に
は
自
己
中
心
的
な
欲
望
が
渦
巻
く
、

彼
に
帰
依
し
、
常
に

供
物
を
持
っ
て
や
っ

て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
尊
者
に
、

現
世
で
起
こ
っ
て
い

る
様
々
な
事
件
の
こ

と
を
話
す
と
、
瞬
時

に
そ
の
太
い
眉
と
数
珠
で
眼
と
耳
が
覆
わ
れ
て
し
ま
い
、
聞

こ
う
と
も
見
よ
う
と
も
し
な
い
。
何
故
そ
の
よ
う
に
す
る
の

か
そ
の
真
相
は
定
か
で
は
な
い
。
俗
世
の
汚
濁
に
ま
み
れ
た

俗
事
で
そ
の
眼
光
に
少
し
で
も
陰
り
の
射
す
の
を
嫌
っ
て
の

こ
と
で
で
も
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
彼
の
鋭
い
視
線

は
時
空
の
彼
方
に
あ
っ
て
何
一
つ
語
ろ
う
と
し
な
い
。
弟
子

の
阿
羅
漢
九
百
人
と
イ
ン
ド
の
耽た

ん

没ぼ
つ

羅ら

州し
ゅ
うに
住
む
。

　
第
七
尊
者

　
　
迦か

り

か
哩
伽

　

そ
の
昔
、
迦
哩
伽

尊
者
は
、
太
陽
や
月

は
お
ろ
か
地
球
上
の

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存

在
が
自
分
の
た
め
に

第七尊者　迦理迦

第八尊者　伐闍羅弗多羅

第六尊者　跋陀羅
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第
十
尊
者
　
半は

ん

託だ

か迦

　

こ
の
尊
者
は
、
第

十
六
尊
者
注
茶
半
託

迦
（
周し

ゅ

梨り

槃は
ん
ど
く特

）
の

兄
。
母
は
王
舎
城
の

長
者
の
娘
で
あ
っ
た

が
、
生
活
に
窮
し
、

二
人
は
と
も
に
路

傍
に
生
ま
れ
た
た
め
に
、
兄
を
大
路
（
マ
ハ
ー
パ
ン
タ
カ
）、

弟
を
小
路
（
チ
ュ
ー
ダ
パ
ン
タ
カ
）
と
い
う
。
こ
の
二
人
を

十
六
羅
漢
に
列
し
た
の
は
、
先
に
出
家
し
た
兄
が
後
に
出
家

し
た
弟
に
「
所
作
の
善
悪
行
は
、
去
来
今
現
在
、
億
劫
に
忘

失
せ
ず
」
と
い
う
偈
頌
を
与
え
た
が
、
弟
は
そ
れ
を
四
ケ
月

か
か
っ
て
も
覚
え
ら
れ
ず
、
釈
尊
の
示
唆
に
よ
っ
て
さ
と
り

を
開
い
た
故
事
に
因
む
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
故
に
か
、

尊
者
は
今
日
も
両
手
に
柄
香
炉
を
持
ち
、
清
め
て
も
清
め
て

も
汚
濁
す
る
世
間
を
凝
視
し
て
い
る
と
い
う
。
弟
子
の
阿
羅

漢
千
三
百
人
と
須
彌
山
の
頂
上
で
あ
る
三
十
三
天
に
住
む
。

　
第
十
一
尊
者
　
羅ら

ご

ら
怙
羅

　

こ
の
尊
者
は
、
釈
尊
が
出
家
以
前
、
耶や

し
ゅ
だ
ら

輸
陀
羅
妃
と
の
間

に
で
き
た
実
子
で
あ
る
。
釈
尊
成
道
後
、
帰
郷
し
た
釈
尊
の

人
間
ど
も
の
醜
い
争
い
に
激
論
に
お
よ
び
、
そ
の
愚
か
し
さ

に
尊
者
の
眼
が
光
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
で
も
彼
の
眼
光

は
、
人
間
ど
も
の
愚
か
し
さ
に
腹
を
立
て
た
ま
ま
、
中
空
に

止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
弟
子
の
阿
羅
漢
千
百
人
と

イ
ン
ド
の
鉢は

ら剌
拏ど

州し
ゅ
うに

住
む
。

　
第
九
尊
者
　
戌く

ば

か
博
迦

　

こ
の
尊
者
は
、「
口

を
開
い
て
言
葉
を
発

す
れ
ば
、
聞
く
人
は

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で

そ
れ
ぞ
れ
に
勝
手
に

解
釈
す
る
し
、
い
ら

ぬ
こ
と
は
言
わ
ぬ
が

よ
い
、
思
案
を
め
ぐ
ら
せ
ば
め
ぐ
ら
せ
る
だ
け
、
話
せ
ば
話

す
だ
け
、
真
実
の
仏
法
か
ら
遠
ざ
か
る
」
と
口
を
開
こ
う
と

し
な
い
。
こ
の
尊
者
は
、『
大
悲
経
』
第
二
持
正
法
品
に
出
る

北
天
竺
の
祁
婆
迦
と
も
い
わ
れ
、
正
法
を
受
持
し
て
広
行
流

布
す
べ
き
人
物
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
が
、
今
は
、
口
を
つ
ぐ

み
一
切
を
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
こ
の
尊
者
が
口
を
開
く
の

は
一
体
何
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
弟
子
の
阿
羅
漢
九
百
人

と
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
の
香こ

う
す
い
さ
ん

酔
山
中ち

ゅ
うに

住
む
。

第十尊者　半託迦

第九尊者　戌博迦
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手
に
よ
っ
て
出
家
さ
せ
ら
れ
、
沙し

ゃ

弥み

と
な
り
、
二
十
歳
で
具
足
戒
を
受
け

た
。
し
か
し
沙
弥
時
代
は
不
行
跡
が

多
か
っ
た
。
あ
る
雨
季
、
あ
ま
り
に

多
く
の
人
が
集
ま
り
寝
る
場
所
も
な

か
っ
た
の
で
、
彼
は
釈
尊
の
東と

う

司す

（
便

所
）
で
横
に
な
っ
た
。
す
る
と
釈
尊

は
右
手
で
彼
の
頭
を
や
さ
し
く
撫
で

て
「
汝
は
、
財
産
を
失
っ
て
出
家
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
仏
法
を
求

め
て
出
家
と
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ

え
に
こ
そ
苦
を
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
慈
訓
さ
れ
た
。

以
後
、
彼
は
釈
尊
の
訓
戒
を
微
細
に
よ
く
守
り
、
釈
尊
十
大

弟
子
の
一
人
と
し
て
密
行
第
一
と
称
せ
ら
れ
羅
漢
に
列
せ
ら

れ
た
。
そ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
、
彼
の
人
間
の
全
て
の
不

正
や
邪
悪
に
た
い
す
る
忿
怒
は
す
さ
ま
じ
い
。
眉
は
剣
の
ご

と
く
、
眼
光
は
大
雷
の
稲
妻
の
ご
と
く
き
ら
め
き
、
一
瞬
で

全
て
の
邪
悪
を
見
抜
い
て
し
ま
う
。
今
日
も
一
日
、
右
手
を

ぐ
っ
と
指
し
だ
し
、
人
間
の
心
の
中
に
潜
む
不
正
や
邪
悪
を

指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
。
弟
子
の
阿
羅
漢
千
百
人
と
印
度

の
畢ひ

つ

利り

颱た
い

瞿く

州し
ゅ
うに

住
む
。

こ
の
稿
は
「
十
六
羅
漢
の
様
相
」（
大
谷
哲
夫
編
著
）
を
成
願
寺
季
報
向
け
に
加
筆
・
再
編
し
た
も
の
で
す
。

第十一尊者　羅怙羅

盂
蘭
盆
会
の
報
告

　

去
る
、
七
月
十
一
日
（
日
）、
恒
例
の
盂
蘭
盆
会
を
迎
え
ま

し
た
。
昨
年
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
僧
侶
の
み
に
て
勤
め
ま
し

た
が
、
今
年
は
密
に
な
ら
な
い
よ
う
な
座
席
の
配
置
や
換
気
、

消
毒
な
ど
感
染
症
対
策
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
檀
信
徒
の
皆

さ
ま
と
ご
一
緒
に
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。

　

十
一
時
半
よ
り
、
導
師
・
藤
木
道
明
老
師
（
滋
賀
県
東
円

寺
住
職
）
に
て
、
当
山
開
山
・
歴
住
大
和
尚
報
恩
供
養
会
、

引
き
続
き
、
当
山
坐
禅
会
を
長
く
ご
指
導
く
だ
さ
い
ま
し
た

鈴
木
格
禅
先
生
の
二
十
三
回
忌
、
当
山
全
て
の
大
法
要
の
維

那
（
法
要
の
進
行
を
司
る
要
職
）
と
し
て
半
世
紀
に
わ
た
り

鈴木一馨師のお話を聞く檀信徒のみなさま

開山・歴住大和尚報恩供養会
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中
野
た
か
ら
幼
稚
園
「
卒
園
遠
足
」
の
報
告

　

去
る
二
月
二
十
六
日
（
金
）、
成
願
寺
・
中
野
た
か
ら
幼
稚

園
年
長
組
の
卒
園
遠
足
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
以
前
は

大
型
バ
ス
に
乗
っ
て
横
浜
市
鶴
見
区
の
大
本
山
總
持
寺
様
へ

記
念
参
拝
に
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
昨
年
同
様
に
感
染
症
対

策
の
要
請
を
受
け
て
断
念
。
そ
こ
で
、
教
員
皆
で
工
夫
を
凝

ら
し
た
企
画
を
準
備
し
て
、
成
願
寺
で
行
い
ま
し
た
。

　

十
時
に
お
寺
に
到
着
す
る
と
、
い
つ
も
通
り
に
本
堂
へ
一

礼
と
と
も
に
入
堂
。
荷
物
を
置
い
て
靴
を
ま
っ
す
ぐ
に
揃
え

て
畳
に
上
が
り
ま
す
。
靴
を
き
れ
い
に
揃
え
る
こ
と
を
仏
教

で
は
「
脚き

ゃ
っ
か下

照し
ょ
う

顧こ

」
と
い
い
ま
す
。
足
下
か
ら
き
れ
い
に
整

お焼香をしてののさまに合掌

坐禅の様子

ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
塚
野
昭
一
老
師
の
一
周
忌
供
養
を

執
り
行
い
ま
し
た
。

　

十
三
時
よ
り
の
鶴
見
大
学
准
教
授
・
鈴
木
一
馨
師
の
説
話

の
あ
と
、
盂
蘭
盆
会
を
無
事
に
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
副
住
職
要
介
の
息
子
尭
成
は
昨
年
二
月
よ
り
鶴
見

の
大
本
山
總
持
寺
様
に
て
修
行
中
で
す
が
、
お
盆
行
事
の
手

伝
い
に
帰
山
。
法
要
で
は
導
師
の
侍
香
を
お
勤
め
し
ま
し
た
。

　

十
三
日
の
朝
は
、
本
堂
で
の
読
経
に
続
き
、
墓
せ
が
き
を

行
い
ま
し
た
。
歴
代
住
職
の
墓
所
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
香
を

焚
い
て
、
水
の
子
（
洗
米
と
刻
ん
だ
野
菜
）
を
供
え
な
が
ら

僧
侶
が
墓
地
を
巡
っ
て
ご
供
養
し
ま
し
た
。

行道という作法で読経する方丈様方

盂蘭盆会の様子
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自
分
で
廊
下
に
戻
し
に
行
き
ま
す
。
そ
こ
ま
で
で
き
て
坐
禅

の
修
行
な
の
で
す
。

　

続
い
て
数
名
ご
と
に
一
列
に
並
ん
で
ご
本
尊
様
に
お
焼
香
、

合
掌
す
る
と
、
お
願
い
事
を
…
…
な
む
な
む
。
最
後
に
正
座

で
主
事
先
生
と
向
き
合
い
、
互
い
に
一
礼
を
し
て
「
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」。
ご
挨
拶
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
堂
前
に
集
合
し
て
ク
ラ
ス
ご
と
に
記
念
撮
影
。
そ
の
後

は
作さ

む務
体
験
で
す
。
作
務
は
坐
禅
と
並
ぶ
大
切
な
修
行
の
一

つ
で
、
一
般
的
な
こ
と
ば
で
言
え
ば
お
掃
除
の
こ
と
で
す
。

大
本
山
總
持
寺
様
で
は
、
毎
朝
、
修
行
僧
が
「
百
間
廊
下
」

と
い
う
長
い
廊
下
の
雑
巾
が
け
を
行
い
ま
す
。
何
人
も
の
修

ほうきを持ってる羅漢さん、見つけた！

運動会を思い出して幼稚園最後のリレー

え
ま
し
ょ
う
な
ど
の
意
味
の
ほ
か
、
人
生
に
お
い
て
何
か
迷

い
が
生
じ
た
際
は
、
自
分
の
足
下
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う

な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
大
切
な
教
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
三
年
間
無
事
に
園
生
活
を
過
ご
せ
た
こ
と
を
感
謝
し
、
お

参
り
を
す
る
」
こ
と
が
こ
の
遠
足
の
ね
ら
い
。
毎
月
主
事
先

生
の
指
導
で
正
座
、
お
じ
き
、
合
掌
、
坐
禅
な
ど
を
修
行
し

て
き
た
年
長
さ
ん
。
こ
の
日
、
幼
稚
園
生
活
最
後
と
な
る
坐

禅
を
修
行
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、動
か
ず
、し
ゃ

べ
ら
ず
、
た
だ
じ
っ
と
坐
る
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で

す
が
、
作
法
の
通
り
に
行
い
、
一
年
間
の
成
果
を
発
揮
し
て

立
派
に
つ
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
使
用
し
た
坐
蒲
は

本堂への出入りはおじぎをしてから

感謝を込めて拭き掃除
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行
僧
が
毎
朝
拭
き
掃
除
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ピ
カ
ピ
カ
で

す
。
汚
れ
て
い
て
も
い
な
く
て
も
掃
除
を
す
る
。
そ
れ
が
や

が
て
自
分
の
心
を
磨
く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。
こ
の
日

は
ク
ラ
ス
ご
と
に
、
本
堂
で
雑
巾
が
け
と
、
外
で
竹
ぼ
う
き

で
の
掃
除
を
体
験
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
畳
の
雑
巾

が
け
も
、
竹
ぼ
う
き
で
の
掃
き
掃
除
も
ほ
と
ん
ど
の
子
が
初

め
て
で
、
こ
れ
ま
で
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
寺
の
お
掃
除

を
心
を
込
め
て
行
い
ま
し
た
。

　

修
行
の
次
は
「
ら
か
ん
さ
ん
探
し
ゲ
ー
ム
」
と
リ
レ
ー
を

し
ま
し
た
。
羅
漢
さ
ん
は
成
願
寺
の
境
内
に
十
六
人
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
配
ら
れ
た
カ
ー
ド
に
写
真
が
載
っ
て
い
て
、

ど
こ
に
ど
の
羅
漢
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か「
よ
ー
い
ス
タ
ー

ト
！
」。
羅
漢
さ
ん
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
の
ゲ
ー
ム
と
な
り
ま

し
た
。
運
動
会
の
チ
ー
ム
で
リ
レ
ー
を
楽
し
ん
だ
あ
と
は
、

密
を
避
け
る
た
め
に
書
院
と
南
書
院
に
分
か
れ
て
、
待
ち
に

待
っ
た
お
弁
当
タ
イ
ム
。
年
長
さ
ん
た
ち
は
、
普
段
か
ら
食

事
の
前
に
「
五
観
の
偈げ

」
と
い
う
食
事
を
い
た
だ
く
際
の
心

構
え
が
書
か
れ
た
偈げ

文も
ん

を
お
唱
え
し
て
い
ま
す
。

　

心
静
か
に
手
を
合
わ
せ
、
感
謝
の
気
持
ち
、
反
省
の
心
を

持
ち
、
好
き
嫌
い
な
ど
は
せ
ず
、
元
気
に
今
を
大
切
に
過
ご

す
た
め
に
こ
の
ご
は
ん
を
い
た
だ
く
の
で
す
。
主
事
先
生
の

戒か
い
し
ゃ
く
尺
（
拍
子
木
）
に
合
わ
せ
、元
気
い
っ
ぱ
い
に
唱
和
し
て
「
い

た
だ
き
ま
す
！
」。
お
家

の
方
の
力
作
ぞ
ろ
い
の

お
弁
当
を
う
れ
し
そ
う

に
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

主
事
先
生
か
ら
「
小

学
校
で
も
元
気
に
過
ご

し
て
く
だ
さ
い
」
と
御

守
り
を
い
た
だ
い
て
、

楽
し
か
っ
た
遠
足
を
終

え
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

合掌していただきます

中野たから幼稚園の創設者・義堯大和尚の銅像
の前に整列

御守りをいただく子どもたち
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山
内
短
信

◎
世
田
谷
学
園
校
長
・
学
監
来
山

　

去
る
六
月
二
十
八
日
（
月
）、
仏

教
や
曹
洞
禅
を
若
い
世
代
に
伝
え

る
世
田
谷
学
園
（
中
学
校
・
高
等

学
校
）
か
ら
、
校
長
の
山
本
慈
訓

先
生
と
学
監
の
最
勝
卓
道
先
生
が

来
山
さ
れ
ま
し
た
。

　

学
園
の
近
況
を
ご
報
告
、
ご
案

内
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◎
全
山
消
毒
作
業
の
報
告　

盂
蘭
盆
会
を
間
近
に
控
え
た
六

月
二
十
八
日
、
門
前
、
裏
山
、
墓
地
、

中
庭
に
い
た
る
ま
で
、
消
毒
作
業

が
一
斉
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
特
に

墓
地
の
花
入
れ
か
ら
蚊
が
発
生
し

ま
す
の
で
、
ご
参
拝
の
皆
さ
ま
が

快
適
に
墓
参
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
に
毎
年
こ
の
時
期
に
実
施
し
て

い
ま
す
。

◎
中
野
区
立
塔
山
小
学
校
三
年
生
、
社
会
科
見
学
に
来
山

　

去
る
三
月
十
六
日
（
火
）、
お
寺
よ
り
北
へ
徒
歩
十
分
ほ
ど

の
塔
山
小
学
校
の
三
年
生
が
社
会
科
見
学
に
訪
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
何
組
か
に
わ
か
れ
て
旧
防
空
壕
の
見
学
へ
。「
戦
時

中
は
標
的
と
な
ら
な
い
よ
う
、
真
っ
暗
な
中
、
息
を
殺
し
て

空
襲
が
終
わ
る
の
を
待
っ
た
の
で
す
」
と
い
う
副
住
職
の
案

内
に
耳
を
傾
け
た
後
、
明
か
り
を
消
し
て
真
っ
暗
に
。
短
い

時
間
で
し
た
が
、
当
時
の
怖
さ
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で

き
た
よ
う
で
す
。

　

本
堂
へ
移
動
し
て
住
職
よ
り
、
昭
和
初
期
の
近
隣
の
様
子

や
戦
争
中
の
体
験
談
、
お
釈
迦
様
の
教
え
に
つ
い
て
お
話
が

あ
り
ま
し
た
。

旧防空壕を見学

本堂で住職の話を聞く児童


