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話
に
な

を
挙
げ
さ

優
大

い
ま
し

た
。
皆
様
に
は

けヽ「
ノ

私
が
祐
善
寺
に
初
め

て
、
誠
に
あ
り
が

何
　
　
が
経
ち
ま
す
。
お
寺
の

て の

り

か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
す

護

っ
て
い
っ

欲
し
い
、
と

て

し
か
し

一
人
は
、
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
す
。
皆
様

結
婚
式
を
通
し
て
、
こ
門
徒
さ
ま
の
お
か
げ

方
に
は
、
ど
う
か
こ
指
導
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

皆
様
か
ら
祝
福
や
　
　
で
、
お
寺
が
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
　
　
お

い
申
し
上
げ
ま
す
。

け

て

頂
き
、
本
当
に
嬉
　
　
感
じ
ま
し
た
。
こ
門
徒
さ
ま
は
じ
め
、
皆
様
に

期
待
に
応
え
ら
れ
る
　
　
愛
さ
れ
る
祐
善
寺
を
二
人
で
力
を
合
わ
せ
て
つ

い
き
ま
す
。
こ
門
徒
の
　
　
く
っ
て
い
き
た
い
で
す
。
ど
う
か
、
よ
ろ
し
く

が
ら
二
人
で
力
を
合
わ
　
　
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

し
く
所
存
で
こ
ざ
い
ま
す
。

若
院
優
大
さ
ん
、
友
美
さ
ん
。
こ
の
た
び
は
、

こ
結
婚
お
め
で
と
う
こ
ざ
い
ま
す
。
こ
両
家
の

こ
家
族
や
こ
親
戚
の
皆
様
に
も
、
心
よ
り
お
喜

び
申
し
上
げ
ま
す
。

〈
フ
後

と
も

よ

ろ
|

∪

―
真
面
目
に
―

住
職

岡
崎
　
　
賢

の
お
か
げ
で
…

若
院
の
花
嫁
選
び
は
困
難
を
き
わ
め
ま
し
た
　
　
　
媒
酌
人
に
は
江
戸
時
代
の
俊
英
、
橋
本
左
内

若坊守
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私
達
の
結
婚
に
際
し
、
皆
様
に
は
大
変
お
世
　
　
式
を
挙
げ
さ
せ
て
頂
け
ま
し
た
こ
と
に
、
父
親
　
　
た
。
ま
た
、
今
年
は
、
宗
祖
親
彎
聖
人
こ
誕
生

と
し
て
、祐
善
寺
住
職
と
し
て
、

心
か
ら
深
く
深
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

二
人
と
も
晩
婚
で
あ
り
な
が

ら
、
社
会
性
も
乏
し
く
不
器
用

８
５
０
年
の
お
め
で
た
い
年
。

振
り
返

っ
て
み
ま
す
と
、
私
自
身
、

様
の
結
婚
披
露
宴
に
出
席
さ
せ
て

の
も
住
職
と
若
院
、
親
子
二
代
に

の
上
な
い
喜
び
と
４０
年
の
月
日
を
感

な

二
人
で
す
が
、
「門
信
徒
様
　
　
と
こ
ろ
で
す
。

社
で
の
仕
事

と
共
に
、
真
面
目
に
」
精
進
し
　
　
　
若
院
は
、

て
い
く
よ
う
教
え
て
い
き
ま
す
　
　
の
両
立
、
何
か

ま

の

で

ヒ
ヨ

Ｌ
．Ё

々
様

か

う

も
叱
咤
激

さ
し

励

し

て
頂
き

祐
善
寺
を

盛

し

て

り

|ず

て
頂
き

ま

す
よ

一

お
百
只

盾
川

し

申

げ

ま

す

て

さ

い

の
た
び
は
、
本
当
に
有
り

こ
ざ
い
ま
し
た
。
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鸞

で
無
事
結
婚
式
を
挙
げ
る

し
た

‐‐。

杯
精
進
し
て

●
高
校
野
球
の

ど
―
ん
と
構
え
（
ぐ

結
び
に
、
お
二
人
で

「大
輪
の
花
」
を
咲
か

せ
て
く
だ
さ
い
。
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【新郎新婦入堂】
ご尊前に頭礼 してご挨拶を行い

ます |

【司婚者表白】
結婚式を取り仕切る司婚者の表白

がありました !

【勤行】
ご門徒さんもご一緒に勤行を行い

ました |

【後 部 か らの結婚 式 の模様 】

ご尊前に向かつての結婚式の様子

です |

【司婚のことば】

司婚者からご尊前で挙式する意義

が述べられています !

【新 郎 新 婦 誓 いの ことば】

司婚のことばを頂き、新郎新婦は
「誓いのこと1調 で表明しました |

●
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【夫婦交杯】
が交わ 参列 して し
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ご
っ
つ
ぁ
ま
会
代
表

田

中

茂

美

２
０
１
７
年
６
月
‐１
日
、
晴
天
の
日
和

の
も
と
、
粛
々
と
開
眼
法
要
を
営
み
、
市

長

・
教
育
長
を
始
め
関
係
各
位
臨
席
の
も

と
記
念
式
典
を
行
い
、
盛
大
に
稚
児
法
要

も
続
き
ま
し
た
。
１
７
０
年
前
の
法
要
も

晴
天
の
中
で
営
ま
れ
た
と
記
録
さ
れ
、
改

め
て

″
こ
っ
つ
あ
ま
ク
の
こ
利
益
を
感
じ

ま
す
。
そ
の
後
滝
波
町
の
有
志
で

「
こ
っ

つ
ぁ
ま
会
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
五
智

如
来
を
広
く
沢
山
の
方
に
知

つ
て
頂
き
、

拝
観
に
訪
れ
て
頂
く
、
訪
れ
た
方
々
を
案

内
す
る
、
そ
ん
な
目
的
で
す
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

駆
使
し
て
の
情
報
発
信
や
マ
ス
コ
ミ
で
の

報
道
。
丁
∨
番
組
に
数
多
く
取
り
上
げ
ら

れ
新
聞
や
タ
ウ
ン
誌
の
記
事
に
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
バ
ス
専
用
と
乗
用
車
駐
車
場

の
管
理
。
周
辺
環
境
の
整
備
や
お
堂
裏
山

の
シ
ャ
ガ
の
花
群
生
地
の
整
備
。
作
業
活

動
に
は
必
要
に
応
じ
て
地
区
の
方
々
に
声

か
け
し
て
い
ま
す
。

御
朱
印
の
記
帳
、
お
守
り

（修
理
時
に

出
た
仏
像

の
木
片
が

入

っ
て
い
る
）
や

グ

ッ
ズ
も
地
区
の
お
母
さ
ん
方
の
手
作
り

で
す
。
参
拝
の
方
に
は
可
能
な
限
り
、
滝

波
の
歴
史
を
加
え
丁
寧
に
ガ
イ
ド
し
て
い

ま
す
。
清
水
西
小
３
年
生
は
こ
こ
１０
年
、

毎
年
学
習
に
来
て
い
ま
す
。
近
年
は
タ
ブ

レ
ツ
ト
持
参
で
写
真
も
撮
り
ま
く
り
。

近
辺

・
福
井
市
内
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、

遠
く
九
州
や
関
東
か
ら
の
拝
観
者
も
あ
り
、

広
範
囲
で
参
拝
に
み
え
て
い
ま
す
。
大
日

如
来
が
自
分
の
守
り
仏
だ
と
言
う
女
性
。

宝
生
如
来
の
こ
利
益
目
当
て
に
来
ら
れ
た

親
子
。　
一
度
立
ち
寄

っ
た
ら
余
り
に
立
派

だ

っ
た
の
で
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
再
び

参
拝
に
こ
ら
れ
た
お
父
さ
ん
。
上
越
市
の

五
智
如
来
が
火
事
で
焼
け
た
時
、
滝
波
の

五
智
如
来
が
消
火
に
加
勢
し
、
そ
の
時

こ
っ
つ
あ
ま
は
汗
を
か
い
た
と
の
言
い
伝

え
が
あ
る
。
そ
の
伝
説
を
知

っ
て
新
潟
か

ら
参
拝
に
み
え
た
方
。
コ
ロ
ナ
禍
で
思
う

よ
う
に
集
客
は
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も

年
毎
に
参
拝
者
は
増
え
て
い
ま
す
。
新
幹

線
開
業
も
近
く
、
少
し
づ
つ
知
名
度
を
上

げ
、
集
客
を
増
や
し
地
域
を
活
性
化
し
て

い
き
た
い
も
の
で
す
。

年
３
回
、
３
月

・
６
月

・
柁
月
１１
日
午

後
２
時
か
ら
こ
祈
祷
を
行
い
ま
す
。

４４
本

の
蝋
燭
を
立
て

（古
く
は
滝
波
町
４４
戸
あ
っ

た
）
小
豆
飯
を
お
供
え
し
、
こ
祈
祷
後
、
家

に
持
ち
帰
り
家
族
全
員
で
分
け
て
食
し
、

家
内
安
全

・
無
病
患
災
を
願
い
志
す
。

一
向

一
揆
で
燃
え
て
し
ま
う
所
を
谷
に

逃
れ
た
奇
跡
＝
土
の
中
で
朽
ち
る
所
を
村

人
達
に
拾
い
上
げ
ら
れ
た
奇
跡
――
平
成
の

大
修
復
で
平
安
の
元
に
戻
っ
た
奇
跡
＝

五
智
如
来
は
幾
多
の
困
難
に
会
い
な
が

ら
、
今
な
お
平
安
の
穏
や
か
な
眼
差
し
で

人
々
を
見
守

っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
の
先
千
年
も
変
わ
ら
ず
同
じ
眼
差

し
で
人
々
を
見
守
っ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

五
智
如
来
は
普
段
閉
ま

っ
て
い
ま
す
が
、

事
前
連
絡
頂
け
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
拝
観

で
き
ま
す
。

福
井
市
　
島
　
　
　
正
　
明

福
丼
県
民
の
長
年
の
夢
だ

っ
た
北
陸
新

幹
線
の
開
業
が
来
年
３
月
柘
日
に
決
ま
り
、

そ
れ
に
合
わ
せ
た
様
々
な
行
事
も
計
画

さ
れ
て
福
井
県
内
で
は
お
お
い
に
盛
り
上

が

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
新
幹
線
の
開
業
に
伴
い
、
福
井
か

ら
東
京
へ
は
、
こ
れ
ま
で
の
米
原
回
り
よ

り
速
く
な
る
よ
う
で
す
が
、
大
阪
、
名
古

屋
へ
は
当
分
の
間
、
敦
賀
駅
で
の
乗
り
換

え
が
必
要
と
な

っ
て
き
ま
す
。
浄
土
真
宗

の
本
山
の
あ
る
京
都
へ
も
、
こ
れ
ま
で
は

サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
ー
本
で
行
く
こ
と
が
出

来
た
の
が
、
敦
賀
ま
で
は
北
陸
本
線
か
ら

第

三
セ
ク
タ
ー
と
な
る
八
ピ

ラ
イ

ン
に

乗

っ
て
敦
賀
ま
で
行
く
か
、
新
幹
線
で
敦

賀
ま
で
乗
車
し
て
敦
賀
か
ら
は
サ
ン
ダ
ー

バ
ー
ド
に
乗
り
換
え
ざ
る
を
得
な
く
な

っ

て
し
ま
い
ま
す
。

当
分
の
間
乗
換
駅
と
な
る
敦
賀
駅
は
、

北
陸
新
幹
線
と
サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
、
し
ら

さ
ぎ

へ
の
乗
換
の
利
便
性
を
図
る
た
め
、

新
幹
線
ホ
ー
ム
の
下
に
新
た
に
こ
れ
ら
の

特
急
電
車
の
発
着
ホ
ー
ム
を
設
け
た
た
め
、

八
ピ
ラ
イ
ン
が
発
着
す
る
現
在
の
ホ
ー
ム

と
は
か
な
り
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

っ

て
し
ま
い
ま
す
。
敦
賀
ま
で
八
ピ
ラ
イ
ン

を
利
用
し
て
、
敦
賀
駅
で
サ
ン
ダ
ー
バ
ー

ド
に
乗
り
換
え
る
場
合
は
、
こ
の
こ
と
に

よ
り
新
幹
線
駅
の
下
の
特
急
専
用
ホ
ー
ム

ま
で
歩
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
見
直
さ
れ
る
の
が
敦
賀
駅
か
ら

１
時
間
間
隔
で
出
て
い
る
新
快
速
姫
路
行

き

（
一
部
は
さ
ら
に
西
の
播
州
赤
穂
行
き
）

で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。
サ

ン

ダ
ー
バ
ー
ド
と
比
べ
る
と
京
都
ま
で
４０
分

位
は
余
分
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
八

ピ
ラ
イ
ン
を
利
用
し
た
場
合
に
は
敦
賀
駅

で
の
乗
換
が
便
利
で
、
特
急
料
金
も
か
か

ら
な
い
こ
の
新
快
速
を
利
用
す
る
の
も

一

つ
の
方
法
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
新
快
速
は
、
播
州
赤
穂
駅
ま
で
だ

と
営
業
距
離
２
５
６
ｍ
の
国
内
最
長
区
間

を
走
る
快
速
電
車
、
敦
賀
駅
で
の
乗
換
を

ど
う
考
え
る
か
に
よ

っ
て
、
こ
れ
か
ら
人

気
が
出
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

う
住
所

福
丼
市
滝
波
町
４３
１
‐８

滝
波
清
流
会
館

，
電
話

０
７
７
６
１
９
８
１
５
０
８
１

一
■

，
一

，
■
〓
一
来
は
奇
駆
０
‐‐‐仏‐像
一

新
幹
線
開
業
後
の

京
都

へ
の
ア
ク
セ
ス
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今
年
は
酷
暑
ｌ
酷
暑
―
で
あ
え
ぎ
、
各

地
に
豪
雨
災
害
を
も
た
ら
し
た
受
難
の
年

で
し
た
。

大
晦
日
に
お
寺
で
除
夜
の
鐘
を
つ
き
つ

つ
災
い
の
多
か

っ
た
こ
の

一
年
を
振
り
き

り
、
年
明
け
と
と
も
に
、
す
が
す
が
し
い

気
持
ち
で
こ
本
尊
に
、
こ
挨
拶
し
ま
し
よ

う
―

☆
仏
事
で
使
用
し
た
不
用
品
等
を
、
こ
持

参
下
さ
い
！

☆
午
後
十

一
時
過
ぎ
か
ら
点
火
さ
れ
る

「か
が
り
火
」
で
焼
却
し
ま
し
よ
う
―

☆
持
ち
込
ま
れ
る
も
の

葬
儀
等
で
使
用
し
た
白
木
の
位
牌
、
古

ろ
う
そ
く
、
お
経
本
、
お
祓
い
を
受
け
た

お
札
、　
一
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
　
等
々

左
記
の
日
程
で
、
年
越
し
元
旦
参
り
を

お
勤
め
し
ま
す
。
こ
家
族
お
誘
い
あ
わ
せ

の
上
、
こ
参
加
下
さ
い
。

◆12月 31日

23:15 集合・かがり大準備

23:20 読経・かがり火点火

23i30 除夜の鐘撞き始め

◆新年元旦

00:00 正信儘お勤め

00i20 お勤め終了
「一年の計」表明

00i30  解散

松
島
窄
子
様

（之
前
市
芝
源
）
に
は
、

今
わ
二
年
七
月

二
十
九
日
、
行
年

九
十
二
歳
に
て
在
生
の
素
懐
を
遂
げ

ら
れ
ま
ｔ
た
ｃ

ご
生
前
ヤ

の
ご
功
労

に
、

な
よ
り
沐
謝
ヤ

ｔ
上
げ
ま
す
。

忙:‐鰺N=
111:||:馨 ::|||||IF‐

ロ
ヤ
修

一
様

（越
前
町
ロ
ヤ
）
に
は
、

今
″
二
年
七
月

二
十

一
日
、
行
年

七
十
八
晟
に
て
往
生
の
素
懐
を
遂
げ

ら
れ
ま
ｔ
た
ｃ

ご
生
前
ヤ

の
ご
功
労

に
、

む
よ
り
深
謝
ヤ

ー
上
げ
ま
す
ｃ

_     こ鬱

:`ド

|億颯 |

野
村
勝
様

（之
前
町
小
合
）
に
は
、

今

わ

二
年

九

月
十

二
日
、

行

年

八
十
五
歳
に
て
往
生
の
素
懐
を
之
げ

ら
れ
ま
ｔ
た
ｃ

ご
生
前
ヤ

の
ご
功
労

に
、

ば
よ
り
深
謝
ヤ

ー
上
げ
ま
す
ｃ

■ ′
―

 _・ (フ
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::ill町:ll苺

1菫:華‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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年
忌
法
要
を

お
勤
め
下
さ
い

あ
な
た
の
い
の
ち
は
、
あ

な
た
だ
け
の
も
の
で
は
な

い
。
ご
先
祖
様
代
々
か
ら

の
贈
り
物
！

あ
な
た
が

い
の
ち
を
頂
い

た
ご
先
祖
様
の
年
忌
法
要

を
是
非
、
お
勤
め
し
て
く

だ
さ
い
！

そ
れ
は
、
人
と
し
て
の
努

め
で
す
。

コ
し

〓
〓
ロ昭

和
四
十
九
年
没

平

成

三

年

没

平
成

十

一
年

没

平
成

十

九

年

没

平
成
二
十
三
年
没

平
成
二
十
九
年
没

令

和

三

年

没

令

和

四

年

没

五

十

回

忌

三
十
三
回
忌

二
十
五
回
忌

十

七

回

忌

十

三

回

忌

七
　
回
　
忌

三
　
回
　
忌

一　

周
　
忌

令和 5年度護持費の志納よろしくお願いします

祐
善
寺
を
永
代
に
亙

っ
て
護
持

し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
護
持
費
を

お
願
い
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
年
も

次
の
と
お
り
ご
志
納
下
さ
い
ま
す
よ

う
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◇
護
持
費
の
使
途

・
報
恩
講
の
厳
修
費
や
教
化
事
業

の
実
施

。
本
堂
を
守
る
火
災
保
険
や
環
境

維
持
費
用

。
本
山
相
続
講
、
福
井
教
区
賦
課

金
等

。
そ
の
他

◇
年
額

一
戸

　
一
〇
、
○
○
○
円
（以
上
）

◇
志
納
方
法

・
寺
へ
直
接
志
納
す
る

。
秋
ま
わ
り
や
法
事
で
住
職
が
貴

家
を
訪
間
の
際
に
志
納
す
る

。
地
区
の
役
員
さ
ん
に
志
納
す
る

。
郵
便
振
替
口
座

（〇
〇
七
七
〇
―
九
―
三
〇
七
二
一

。
加
入
者
＝
祐
善
寺
）

へ
振
り
込
む

◇
志
納
期
限

毎
年
十

一
月
末
日
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親
鸞
聖
人
が
お
亡
く
な
り
に
な

っ
て
十

年
後

の
文
永
九

（
一
二
七
二
）
年

の
冬

の

頃
、
東
山
の
西
麓
、
鳥
部
野
の
北
、
大
谷

に
あ

っ
た
墓
地
を
、
少
し
西
に
よ
っ
た
吉
水

の
北
辺
に
移
し
て
お
堂
を
建
て
、
親
鸞
聖

人
の
御
真
影
が
安
置
さ
れ
ま
し
た
。
右
の

図
に
、
そ
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
本

願
寺
の
原
点
と
も
い
え
る
御
堂
で
す
。

廟
堂

の
右
に
紅
梅
、
左
に
自
梅
が
描
か

れ
て
お
り
、
春
先
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
紅
梅
と
廟
堂
の
間
で
帯
を
手
に

庭
を
掃
く
人
が
見
え
ま
す
が
、
こ
の
人
は

本
願
寺
第
二
代
の
如
信
上
人
と
も
、
『御
伝

00-0● -0●-0●-00-00-0● -0●-0●-0●― 100,-0● -00-00-0● -0●-0●-0●-0●-0●-0●-0● -0●-0●-0●-0●-0●-0●-0●

砂
』
を
書
か
れ
た
第
二
代
の
覚
如
上
人
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
『
御
絵
伝
』

の
絵
を
描

い
た
浄
賀
法
眼
で
あ
る
と
も
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
説
か
れ
た
本
願
念
仏

の
教

え
は
、
聖
人
没
後
、
さ
ら
に
盛
ん
に
な
り

全
国
に
広
ま

っ
て
い
き
ま
し
た
。
廟
堂

ヘ

の
参
拝
者
も
増
え
、
境
内
に
は
多
く
の
門

徒
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

廟
堂
建
立
五
年
後
の
建
治
三
（
一
二
七
七
）

年
、
聖
人
の
墓
を
末
代
ま
で
全
う
せ
ん
が

た
め
に
、
覚
信
尼
公
は
自
ら
の
所
有
地
を

寄
進
な
さ
れ
、
自
ら
こ
の
廟
堂

の
維
持
役

と
し
て
初
代

の
留
守
職
に
就
任
さ
れ
た
の

で
す
。

「
親
鸞
聖
人
御
俗
伝
」

浄
土
真
宗
の
宗
祖
、
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を

広
く
讃
え
ん
が
た
め
に
、
親
鸞
の
曾
孫
に
当
た
る

本
願
寺
第
二
世
覚
如
上
人
が
親
鸞
聖
人
の
求
道

の
歩
み
を
詞
を
著
し
、
初
稿
本
の
絵
は
、
親
鸞

聖
人
の
直
弟
西
仏
房
の
孫
、
浮
賀
法
眼
に
描
か

せ
て
い
ま
す
。

詞
の
部
分
を

「御
伝
抄
」
、
絵
の
部
分
を

「御

絵
伝
」
と
呼
び

、
各
寺
院
の
報
恩
講
に
お
い
て

御
絵
伝
四
幅
を
余
間
に
奉
掛
し
、
厳
粛
に
御
伝

抄
が
拝
読
さ
れ
ま
す
。

（参
考
文
献

『親
鸞
聖
人
伝
給
』
『親
鸞
聖
人
　
御
絵
伝
』
）

弔
問

・
会
葬
の
心
得
に
つ
い
て
お
話
し

し
ま
す
。さ

と

／
ヽ

ま
ず
危
篤
の
知
ら
せ
を
受
け
た
と
き
は
、

す
ぐ
に
駆
け
つ
け
る
よ
う
に
し
ま
す
。
危

篤
を
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
後

に

一
日
で
も
会
わ
せ
て
あ
げ
た
い
と
い
う

家
族
の
願
い
で
す
。　
一
刻
も
早
く
駆
け
つ

け
る
努
力
が
大
切
で
す
。

服
装
は
平
服
で
か
き
い
ま
せ
ん
。
も
し
、

遠
方
の
場
合
は
、
万

一
の
こ
と
を
考
え
、

喪
服
の
準
備
も
必
要
で
し
よ
う
。
た
だ
し
、

家
族
の
気
持
ち
を
考
慮
し
て
、
気
づ
か
れ

な
い
よ
う
に
配
慮
し
ま
す
。

次
に
、
訃
報
を
受
け
て
弔
間
す
る
と
き

は
、
亡
く
な

っ
た
人
が
近
親
者
や
親
戚
、

友
人
や
知
人
、
会
社
関
係
者
で
対
応
が
異

な
り
ま
す
。

近
親
者
や
親
戚
の
場
合
は
、
す
ぐ
に
駆

け

つ
け
、
お
悔
や
み
を
述
べ
、
そ
し
て
、

世
話
役
や
家
の
中
の
整
理
、
接
待
等
の
手

伝
い
を
す
る
つ
も
り
で
出
か
け
ま
す
。
服

装
は
平
服
で
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、
派
手
な

服
装
は
さ
け
ま
す
。

友
人

・
知
人
の
場
合
も
、
急
ぎ
弔
間
に

駆
け
つ
け
ま
す
。
服
装
は
平
服
で
か
ま
い

ま
せ
ん
。
と
く
に
親
密
な
交
際
で
な
い
場

合
は
、
お
悔
や
み
を
述
べ
て
、
改
め
て
通

夜
、
葬
儀
に
参
列
し
ま
す
。
会
社
関
係
の

場
合
は
、
会
社
の
方
針
が
あ
れ
ば
そ
れ
に

従
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
個
人
的
に
お

手
伝
い
し
た
い
場
合
に
そ
の
旨
を
伝
え
て

お
く
べ
き
で
し
よ
う
。

隣
近
所
の
場
合
は
、
親
し
く
近
所
づ
き

あ
い
を
し
て
い
た
と
き
は
、
す
ぐ
に
弔
間

に
出
か
け
、
手
伝
い
を
し
ま
す
。
ま
た
、

町
内
会
で
と
り
も
つ
場
合
は
、
そ
れ
に
従

う
よ
う
に
し
ま
す
。

訃
報
を
受
け
て
の
取
り
急
ざ
の
弔
間
の

と
き
は
、
と
く
に
香
典

。
供
物
は
い
り
ま

せ
ん
が
、
念
珠
を
忘
れ
ず
に
持
参
し
ま

し
よ
う
。
焼
香
の
準
備
が
整

っ
て
い
る
場

合
に
は
焼
香
し
ま
す
。

遺
族
か
ら
個
人
と
の
対
面
を
請
わ
れ
た

場
合
に
は
、
そ
の
意
を
く
み
、
つ
つ
し
ん

で
対
面

（イ
ラ
ス
ト
参
照
）
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

ちょうもん

とり急ぎの弔間

―

ヽ
一

薇凸
塀・

轟お
=撃

|

「仏
事
ひ
と
く
ち
メ
モ
六
東
本
願
寺
真
宗
会
館
）所
収

参―亀0-礼

炒<露>

蛉
隆影付 《)舞餞

御
絵
伝
（承
絡
Ｅ

‘
ヽ
′

び

ょ
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ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
″

ご
門
徒

の
皆
さ
ん
の

報
駁
議
を
証
Ｌ

一̈．祭
一諷
篠
暮
待
業
本
任
デ
イ
」

を
実
施
じ
妻
テ
ー

日
　
　
時
　
十
月
二
十
二
日
日

午
前
九
時
集
合

（十

一時
半
頃
終
了
予
定
）

作
業
内
容

本
堂

・
庫
裡
＝
ガ
ラ
ス
拭
き
、

拭
き
掃
除
等

（主
に
婦
人
部
の
こ
門
徒
）

境
内

・
石
段
＝
環
境
整
備
等

仏

具

磨

き
日
本
堂
内
の
全
て
の

仏
具
磨
き

持

ち

物

女
性
＝
ガ
ラ
ス
拭
き
布
、

雑
巾

（古
手
拭
）
等

男
性
＝
軍
手
、
古
手
拭
、

ス
コ
ッ
プ
、
等

申

込

み

大
変
、
お
手
数
で
は
こ
ざ
い
ま
す
が
、

こ
協
力
頂
け
ま
す
方
は
十
月
二
十
日

０
ま
で
に
、
祐
善
寺

（〇
七
七
八
―

三
四
―
五

一
七
〇
）
ま
で
、
お
電
話

等
頂
け
ま
す
と
有
り
難
い
で
す
。

寺
族
、
門
信
徒
さ
ん
の
共
有
財
産
で
あ
る

祐
善
寺
を
、
み
ん
な
の
力
で
護
ろ
う
１

ご
協
力
よ
ろ
し
く
ぉ
願
ぃ
ぃ
た
し
ま
す
――

報

思

講

十

一
月

二
日
囚

午
後
二
時
～

法
話

。
南
居

陽
願
寺
住
職

出
雲
路
善
公

師

（一席
の
み
の
お
勤
め
で
す
）

今
年
の
報
恩
講
も
昨
年
同

様
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
防
止

を
考
慮
し
て
、
従
来
の
形
式

を
変
更
し
て
右
記
の
逍
り
一席

の
み
巖
修
い
た
し
ま
す
。

皆
様
に
は
、
何
か
と
ご
多

用
の
こ
と
と
は
存
じ
ま
す
が
、

ご
家
族
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、

ご
参
詣
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
ご

案
内
中
し
上
げ
ま
す
。 奪

攀
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加
入
し
ま
す
。

作
業
内
容つ

く
方

☆
今
年

は
例
年

に
な

い
暑

い
日
が
続
き

、

ニ
ュ
ー
ス
で
は
毎
日
こ
の
話
題
が
報
道
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
暑
い
真

っ
盛
り
の
時
期
に
、
若

院

・
若
坊
守
の
結
婚
式
が
本
堂
に
て
厳
粛

に
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

二
ヶ
月
が
経
ち
、
暑
か

っ
た
夏
も

「結
婚

式
は
暑
か

っ
た
の
お
」
と
話
し
て
い
る
今

日
こ
の
頃
、
今
の
季
節
を
感
じ
て
話
し
て

い
ま
す
。

季
節
が
変
わ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
々
の
感

動
や
思
い
は
い
つ
ま
で
も
同
じ
で
あ
り
ま

せ
ん
が
、
初
心
を
思
い
出
し
活
き
活
き
と

し
た
暮
ら
し
を
し
た
い
も
の
で
す
。

★
さ
て
、
縁
と
は
不
思
議
な
も
の
で
、
今
試

で
何
も
気
づ
か
な
い
の
に
突
然
発
生
し
た

よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
そ
れ
は
今
ま
で
の

い
ろ
ん
な
こ
と
の
積
み
重
ね
が
ち
よ
う
ど

そ
の
時
に
揃
い
、
現
れ
た
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
草
花
に
、
地
表
に
は
何
も
見
え
て

い
な
く
て
も
九
月
の
そ
の
時
に
な
れ
ば
花

を
咲
か
せ
る
彼
岸
花

の
よ
う
な
も

の
で

す
。
（祐
善
寺
だ
よ
り
な
の
で
彼
岸
花
に
し

ま
し
た
）

日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
、
沢
山
あ
る
良

い
縁
に
気
づ
き
、
花
を
手
に
取
る
こ
と
が

で
き
た
ら
い
い
で
す
ね
。

★
お
寺
の
最
も
大
き
な
仏
事
で
あ
る
報
恩
講

に
皆
さ
ん
、
こ
参
詣
く
だ
さ
い
。
そ
の
前

の

「全
門
徒

一
斉
作
業
奉
仕
デ
ィ
」
に
も
、

こ
都
合
が

つ
き
ま
し
た
ら
、
是
非
こ
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

（上
野
養
治
）

こ
協
力
い

保
険
に
加

入

上
、
十
月
三
十
日
同
ま
で
に
、
地
区

担
当
役
員
、
も
し
く
は
祐
善
寺
へ
こ

連
絡
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
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