
正
尊
寺
法
縁
廟
は
平
成
二
十
六
年
三
月
の
本
部
委
員
会
で
住
職

ほ
う
え
ん
び
よ
う

よ
り
提
案
が
あ
り
、
同
年
五
月
に
は
総
代
八
名
で
静
岡
教
覚
寺
法

縁
廟
を
視
察
し
計
画
案
を
策
定
し
、
翌
年
六
月
の
本
部
委
員
会
で

建
設
が
正
式
に
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

設
計
は
宝
珠
の
門
徒
で
、
田
園
計
画
設
計
工
房
と
い
う
土
木
環
境

調
査
を
主
と
さ
れ
る
遠
山
泰
正
設
計
士
を
通
し
て
、
浜
松
市
造
園

設
計
家
の
前
原
浩
設
計
士
に
本
設
計
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

正
尊
寺
境
内
の
中
に
自
然
と
溶
け
込
み
、
違
和
感
な
く
参
詣
の
皆

さ
ん
か
ら
も
手
が
合
わ
さ
る
よ
う
な
外
観
を
保
ち
な
が
ら
、
千
体

の
お
骨
箱
が
安
置
で
き
る
密
閉
ス
ペ
ー
ス
と
土
に
帰
す
放
骨
ス
ペ

ー
ス
を
兼
ね
備
え
、
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
や
経
年
劣
化
の
少
な

い
建
物
に
な
る
よ
う
設
計
依
頼
し
ま
し
た

、。

ま
た
、
法
縁
廟
前
に
は
子
ど
も
が
落
ち
て
も
惨
事
に
な
ら
な
い
よ

う
な
深
さ
の
池
を
作
り
、
睡
蓮
を
見
な
が
ら
太
鼓
橋
を
渡
っ
て
の

お
参
り
、
お
浄
土
を
憧
憬
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整
え
て
欲
し
い

と
も
お
願
い
し
ま
し
た
。

昨
年
二
月
に
は
市
役
所
に
提
出
し
た
納
骨
堂
経
営
許
可
申
請
も
受

理
さ
れ
、
門
徒
で
も
あ
る
大
野
町
三
田
畑
の
松
井
石
材
さ
ん
に
よ

っ
て
着
工
と
な
り
ま
し
た
。
半
地
下
の
墓
室
は
水
没
す
る
こ
と
が

無
い
よ
う
に
排
水
レ
ベ
ル
が
全
て
に
優
先
で
し
た
。
土
塀
基
礎
の

下
に
排
水
パ
イ
プ
を
通
す
こ
と
が
で
き
、
設
計
図
面
以
上
に
収
ま

り
の
良
い
墓
室
が
で
き
、
シ
ン
ボ
ル
に
な
る
黒
御
影
の
石
材
は
中

国
で
、
仏
足
石
は
イ
ン
ド
で
そ
れ
ぞ
れ
加
工
さ
て
海
を
渡
っ
て
運

ば
れ
て
き
ま
し
た
。

樹
木
の
移
植
は
せ
ず
、
墓
室
入
口
階
段
は
設
計
図
面
上
コ
ン
ク
リ、

ー
ト
製
で
し
た
が
、
松
井
さ
ん
の
ご
厚
意
で
立
派
な
石
組
み
で

本
堂
側
か
ら
眺
め
て
も
良
い
庭
園
に
な
り
ま
し
た
。
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正
尊
寺
法
縁
廟
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
は

『
倶
会
一
処
』
で
す
。
こ
の
世
の
縁
が
尽

く

え

い
つ
し
よ

き
て
も
再
び
お
浄
土
で
会
う
世
界
が
あ
り

ま
す
、
安
心
し
て
日
々
の
生
活
ご
恩
報
謝

で
過
ご
し
ま
し
ょ
う
と
、
仏
説
阿
弥
陀
経

に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

前
住
職
が
杉
山
家
墓
石
に
揮
毫
し
た
『
倶

会
一
処
』
を
写
し
、
横
書
き
に
し
て
廟
の

中
心
に
据
え
ま
し
た
。
花
立
て
石
に
は
寺

紋
向
鶴
を
浮
き
彫
り
に
し
、
正
尊
寺
門
徒

皆
の
お
墓
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
参
拝
順
路
に
は
、
お
釈
迦
さ
ま
を

表
す
『
仏
足
石
』
も
鎮
座
し
て
い
ま
す
。

参
道
横
に
は
黒
御
影
の
銘
板
石
が
置
か
れ
、

ス
テ
ン
レ
ス
の
名
札
に
は
法
縁
廟
に
集
う

人
の
名
前
が
書
か
れ
て
、
こ
の
方
の
墓
所

で
あ
る
こ
と
が
ひ
と
目
で
分
か
り
ま
す
。

睡
蓮
池
の
水
は
本
堂
大
屋
根
に
降
っ
た
天

水
を
流
し
込
ん
で
い
ま
す
。
池
の
底
に
は

白
い
天
然
ゼ
オ
ラ
イ
ト
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、

水
の
浄
化
を
さ
せ
て
い
ま
す
。
夏
に
は
ハ

ス
が
咲
き
に
ぎ
や
か
に
な
り
ま
す
。

法
縁
廟
の
墓
室(

納
骨
室)

は
二
㍍
四
方
、

厚
さ
二
五
㌢
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
作
り

と
地
中
を
掘
っ
た
放
骨
室
が
あ
り
ま
す
。

頑
丈
な
ス
テ
ン
レ
ス
製
扉
の
納
骨
室
は
蓮

如
上
人
真
筆
六
字
名
号
を
本
尊
と
し
て
、

ス
テ
ン
レ
ス
製
の
納
骨
棚
に
は
規
定
の
納

骨
箱
が
一
千
個
納
め
ら
れ
、
正
尊
寺
が
続

く
限
り
護
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

骨
箱
は
一
㍑
で
、
関
東
の
全
収
骨
や
墓
地

改
葬
で
の
入
り
き
ら
な
い
遺
骨
は
、
放
骨

室
へ
じ
か
に
納
め
土
に
帰
し
ま
す
。

法
縁
廟
に
納
骨
さ
れ
ま
す
と
、
納
骨
者
銘

板
に
俗
名
か
家
名
の
ス
テ
ン
レ
ス
名
札
を

付
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
所
で
あ
る
事
を
後

世
に
残
し
ま
す
。
納
骨
者
は
全
員
法
縁
廟

法
名
録
に
記
載
し
、
墓
内
に
奉
安
い
た
し

ま
す
。

法
縁
廟
へ
の
納
骨
は
随
時
で
、
毎
年
八
月

十
六
日
に
お
盆
法
縁
廟
総
追
悼
法
要
と
し

て
法
座
を
行
い
ま
す
。

納
骨
冥
加
金
に
つ
い
て

・
全
納
骨

一
体
三
〇
万
円

一
般
の
お
墓
を
持
た
ず
、
全
て
の
遺
骨
を

法
縁
廟
に
預
け
る
場
合
、
骨
箱
１
つ
と
プ

レ
ー
ト
１
枚
、
個
人
の
名
前
か
○
○
家
と

い
う
標
記
に
な
り
ま
す
。

夫
婦
・
親
子
な
ど
１
つ
の
骨
箱
に
複
数
名

納
め
る
場
合
は
１
名
一
〇
万
円
の
追
加
で

そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
プ
レ
ー
ト
が
つ
き
ま
す
。

予
約
も
可
能
で
、
プ
レ
ー
ト
は
生
前
に
作

成
し
並
べ
て
銘
板
に
付
け
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
ご
夫
婦
の
場
合
三
〇
万
円+

一
〇

万
円
で
四
〇
万
円
の
懇
志
と
な
り
ま
す
。

・
分
骨
納
骨

一
体
五
万
円

墓
地
を
持
ち
な
が
ら
、
正
尊
寺
法
縁
廟
に

も
納
骨
ご
希
望
の
場
合
は
小
型
の
骨
箱
に

法
名
を
記
し
て
納
骨
で
き
ま
す
。

銘
板
プ
レ
ー
ト
も
付
い
て
い
ま
す
。

な
お
、
正
尊
寺
法
縁
廟

は
京
都
大
谷
本
廟
の
代

わ

り

で

は

あ

り

ま

せ

ん
、
ご
本
山
と
は
別
の

分
骨
納
骨
で
す
。

※

正
尊
寺
法
縁
廟
は
当
初
懇
志
だ
け
で
年

間
会
費
や
管
理
料
な
ど
不
要
で
す
。
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レーザー焼付された名札レーザー焼付された名札

参道に設置された銘板石

工事の最後に仏足石設置インドから送られた仏足石

墓室内のご本尊と納骨棚
専用六角納骨箱と骨袋



涅
槃
会

ね

は
ん

え

二
月
十
九
日(

)日

午
後
一
時
半
よ
り

お
釈
迦
さ
ま
が
入
滅
さ
れ
た
の
は
二
月
十

五
日
満
月
の
日
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の

日
を
涅
槃
会
と
よ
び
、
お
釈
迦
さ
ま
入
滅

の
様
子
を
描
い
た
涅
槃
図
を
余
間
に
掛
け
、

法
要
を
お
勤
め
し
て
き
ま
し
た
。

今
年
か
ら
は
若
い
方
々
に
も
ご
縁
に
遇
っ

て
も
ら
い
た
い
と
、
休
日
に
お
勤
め
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
、
法
縁
廟
の
完
成
落
慶
法
要
も
兼

ね
て
お
勤
め
し
、
絵
解
き
法
話
で
な
く
京

都
か
ら
、
影
絵
法
話
『
と
も
し
え
』
メ
ン

バ
ー
に
来
て
も
ら
い
ま
す
。

例
年
ど
お
り
法
要
の
最
後
に
は
、
白
木
お

位
牌
な
ど
の
お
焚
き
上
げ
も
し
ま
す
。

ご
家
族
揃
っ
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。

去
る
十
一
月
四
日
、
本
願
寺
第
二
十
五
代

専
如
御
門
主
伝
灯
奉
告
法
要
に
中
川
北
組

か
ら
バ
ス
十
一
台
四
一
八
名
で
の
団
参
、

正
尊
寺
は
バ
ス
二
台
八
八
名
で
快
晴
の
京

都
本
山
の
参
拝
と
な
り
ま
し
た
。

朝
七
時
半
正
尊
寺
出
発
、
名
神
多
賀
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
で
中
川
北
組
全
車
集
結
、
遅

延
す
る
バ
ス
も
あ
り
、
多
少
遅
れ
て
出
発

と
な
り
本
山
到
着
は
十
一
時
を
か
な
り
回

っ
て
い
ま
し
た
。

記
念
写
真
を
撮
り
、
北
境
内
地
の
仮
設
食

堂
で
お
弁
当
を
食
べ
、
し
ば
ら
く
自
由
時

間
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
フ
リ
ー
タ
イ
ム
の
有
効
活
用
で
二
十

六
名
の
正
尊
寺
門
徒
は
特
別
公
開
中
の
飛

雲
閣
に
特
別
呈
茶
接
待
を
申
し
込
ん
で
お

ら
れ
、
京
都
三
名
閣
随
一
の
国
宝
飛
雲
閣

の
中
の
お
座
敷
で
、
太
閤
気
分
で
お
抹
茶

接
待
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

午
後
一
時
入
堂
開
始
と
な
り
ま
し
た
が
、

ク
ジ
運
良
く
御
影
堂
の
ほ
ぼ
真
ん
中
の
席
、

御
門
主
様
や
五
歳
に
成
ら
れ
る
新
門
様
に

間
近
で
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

法
要
も
終
わ
り

帰
り
に
は
、
北

境
内
地
か
ら
バ

ス
に
乗
り
込
み

出
発
す
る
と
、

バ
ス
を
見
送
る

列
の
間
に
、
新

門
様
と
お
裏
方

様
が
出
発
す
る
バ
ス
に
手
を
振
っ
て
お
別

れ
を
し
て
み
え
ま
し
た
。

か
つ
て
は
、
職
員
が
見
送
り
に
手
を
振
っ

て
い
る
姿
は
あ
り
ま
し
た
が
、
新
門
様
に

見
送
っ
て
も
ら
え
る
と
は
思
い
も
及
ば
ず
、

皆
さ
ん
大
い
に
感
動
し
て
お
い
で
で
し
た
。

伝
灯
奉
告
法
要
は
三
月
か
ら
あ
と
五
十
日

勤
ま
り
ま
す
、
当
日
受
付
の
席
も
あ
る
よ

う
で
す
、
お
時
間
あ
る
方
是
非
ご
本
山
へ

ご
参
拝
く
だ
さ
い
。
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感
謝

若
院
用
顕
座
色
衣

◎

寺

内

小
川
賢
司

様

◎

若
院
用
顕
座
夏
色
衣

下
長
瀬

松
井
和
男

様

◎

若
院
用
顕
座
切
袴

加

納

青
山

修

様

伝
灯
奉
告
法
要
団
参

焚 焼 さ れ る お 位 牌

「 と も し え 」 の 影 絵 法 話



報
恩
講
厳
修

二
十
九
年

今
年
の
冬
は
お
だ
や
か
で
暖
冬
気
味
で
し

た
が
、
報
恩
講
を
向
か
え
る
と
い
き
な
り

寒
波
が
押
し
寄
せ
、
久
し
ぶ
り
の
雪
の
御

正
忌
報
恩
講
と
な
り
ま
し
た
。

し
よ
う

き

ほ
う

お
ん

こ
う

雪
が
降
ろ
う
と
ヤ
リ
が
降
ろ
う
と
、
正
尊

寺
報
恩
講
は
五
〇
〇
年
以
上
門
徒
衆
の
手

に
よ
っ
て
勤
め
続
け
ら
れ
て
来
ま
し
た
。

今
年
も
十
一
日
の
お
み
が
き
か
ら
始
ま
っ

て
、
十
二
日
お
華
束
盛
り
、
十
三
日
準
備

け

そ
く

と
門
徒
大
勢
の
方
々
で
調
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。

あ
い
に
く
十
四
日
の
法
要
初
日
か
ら
雪
に

埋
ま
り
ま
し
た
が
、
大
勢
の
参
拝
で
に
ぎ

や
か
に
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
年
の
お
取
り
持
ち
は
法
林
寺
・
山
口･

西
ノ
門
の
門
徒
皆
様
で
、
献
身
的
に
し
か

も
楽
し
そ
う
に
ご
奉
仕
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

お
取
り
持
ち
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
華
束
は
餅
米
と
米
粉
を
合
わ
せ
て
つ
い

け

そ
く

て
、
丸
形
に
抜
き
積
み
上
げ
食
紅
で
彩
色

し
た
お
手
間
入
り
で
す
。

焼
い
た
り
揚
げ
た
り
て
お
下
が
り
を
味
わ

い
ま
し
ょ
う
う
。

前
号
の
正
尊
寺
だ
よ
り
で
も
紹
介
し
ま
し

た

は

も

、「
十
三
参
り
」

初
参
式
の
手
形

じ
ゅ
う
さ
ん
ま
い

返
却
し
、
参
加
者
や
ご
家
族
か
ら
は
感
動

の
喜
び
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。

)

今
年
も
お
彼
岸
の
中
日
三
月
二
十
日(

祝

午
後
一
時
～
二
時
で
行
い
ま
す
。

た
だ
し
、
式
を
厳
か
に
行
う
た
め
に
参
加

人
数
を
制
限
し
、

で
の
開
催
と

先
着
十
名

な
り
ま
す
が
、
ま
だ
締
切
人
数
に
は
達
し

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
お
早
め
に
申
込
く
だ

さ
い
。

正
尊
寺
十
三
参
り
は
小
学
校
卒
業
時
の
お

子
さ
ん
な
ら
男
女
を
問
い
ま
せ
ん
。

参
加
費

三
〇
〇
〇
円

着
物
を
着
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
決

ま
り
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
干
支
一
巡
人
生

節
目
の
お
参
り
で
す
か
ら
、
普
段
着
で
な

く
学
校
の
卒
業
式
に
で
る
と
き
の
装
い
で

出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
着
物
袴
の
貸
衣
装
は
衣
装
屋
さ
ん

の
紹
介(

女
子
用
一
式
一
万
円
程
度)

も
し

ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

参
加
希
望
の
方
は
お
寺
ま
で
ご
連
絡
下
さ

い
、
申
込
用
紙
を
お
渡
し
し
ま
す
。
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十

三

参

り

参

加

者

募

集

「あきも」の二部式の袴セットを
着せてもらう参加者

三日がかりで作られたお華束


