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新
年
の
ス
タ
ー
ト
は
お
七
夜
へ
。

新
年
の
ス
タ
ー
ト
は
お
七
夜
へ
。

三
密
を
さ
け
て
国
宝
の
あ
る
高
田
本
山
へ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

三
密
を
さ
け
て
国
宝
の
あ
る
高
田
本
山
へ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

三重県や津市とも協調して文化財保存をしています三重県や津市とも協調して文化財保存をしています
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二
〇
二
〇
年
は
感
染
症
の

脅
威
の
中
、
新
し
い
生
活
様

式
を
模
索
す
る
一
年
だ
っ
た

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

新
し
い
年
の
報
恩
講
（
お

七
夜
さ
ん
）
は
、
共
に
新
た

な
ス
タ
イ
ル
の
仏
縁
を
紡
い

で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　

本
山
で
は
粛
々
と
報
恩
講

を
お
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ

く
予
定
を
し
て
お
り
ま
す
。

前
年
ま
で
と
異
な
る
と
こ
ろ

も
あ
り
、
戸
惑
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、

本
来
の
報
恩
講
の
あ
り
方
を

ま
も
り
つ
つ
、
感
染
対
策
も

し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ど

う
ぞ
ゆ
と
り
を
も
っ
て
お
参

り
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

＊

　

報
恩
講
と
は
、
御
開
山
親

鸞
聖
人
の
御
命
日
を
縁
と
し

て
、
そ
の
遺
徳
を
偲
び
、
御

恩
を
歓
び
、
報
謝
さ
せ
て
頂

く
、
私
た
ち
に
と
っ
て
最
も

大
切
な
法
会
で
す
。

　

聖
人
の
御
命
日
、
弘
長
二

年
（
一
二
六
二
）
十
一
月

二
十
八
日
は
新
暦
の
一
月

十
六
日
に
な
り
ま
す
。
高
田

本
山
で
は
一
月
九
日
か
ら

十
六
日
に
か
け
て
七
夜
に
わ

た
り
報
恩
講
を
お
つ
と
め
い

た
し
ま
す
。

　

み
な
さ
ま
に
は
「
お
七
夜

さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
、
今
日

に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

＊

　

報
恩
講
で
は
毎
日
の
初
夜

に
「
報
恩
講
式
（
お
式
文
）」

が
拝
読
さ
れ
、「
御
絵
伝
」

が
余
間
に
か
け
ら
れ
ま
す
。

　

特
に
十
五
日
の
初
夜
に
は

報
恩
講
式
の
全
段
が
拝
読
さ

れ
ま
す
。
一
昨
年
、
東
京
の

国
立
劇
場
に
て
催
さ
れ
た
声

明
講
演
の
本
番
と
も
い
え
る

お
式
文
全
段
拝
読
・
声
明
が

御
影
堂
に
て
お
勤
め
さ
れ
ま

す
。

　

み
な
さ
ま
の
お
参
り
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

感
染
症
対
策
の
た

め
、
二
〇
二
一
年
の
報

恩
講
は
、
検
温
や
入
場

制
限
、
お
非
時
の
中

止
、
行
事
内
容
の
見
直

し
な
ど
を
す
す
め
て
お

り
ま
す
。

　

お
参
り
の
皆
さ
ま
の

ご
理
解
、
ご
協
力
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

一
月
十
一
日

お
七
夜
新
成
人
の
つ
ど
い

一
月
十
二
日

お
七
夜
婦
人
連
合
会

一
月
十
三
日

如
来
堂
特
別
講
演

お
七
夜
坊
守
会

一
月
十
四
日

如
来
堂
特
別
講
演

責
任
役
員
会

一
月
十
五
日

婦
人
連
合
会
初
夜
参
詣

一
月
十
六
日

御
参
廟

●
お
七
夜
行
事
案
内

一
月
九
日
〜
十
六
日

勤
行
後
説
教

（
晨
朝
・
日
中
・
逮
夜
・
初
夜
）

献
書
展

の
の
さ
ま
展

雲
幽
園
見
学

一
月
十
日
〜
十
六
日

大
講
堂
説
教

詳
し
く
は

「
報
恩
講
の
し
お
り
」
等
を

　
　
　
　

ご
覧
く
だ
さ
い
。

10
時
半
〜

12
時
〜

９
時
〜

９
時
〜

12
時
半
〜

16
時
半
〜

９
時
〜

11
時
45
分
〜

12
時
半
〜

７
時
〜

10
時
半
〜
14
時
〜

16
時
半
〜

九
日
は
逮
夜
12
時
半
よ
り
始
ま
り　

十
六
日
の
日
中
ま
で
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バ
イ
シ
ャ
リ
ー
を
後あ
と

に

し
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
に
着
い

た
釈
尊
は
阿あ
な
ん難
に
言
い
ま

す
。「
阿
難
よ
、
サ
ー
ラ
の

樹き

の
間
に
（
沙さ
ら
そ
う
じ
ゅ

羅
双
樹
）
床と
こ

を
用
意
し
て
お
く
れ
。
阿
難

よ
、
私
は
疲
れ
た
。
横
に
な

り
た
い
。」
こ
れ
を
聞
い
た

阿
難
は
、
つ
い
に
師し

が
お
亡

く
な
り
に
な
る
と
思
い
、
ひ

と
り
涙
を
流
し
ま
し
た
。
そ

れ
を
知
っ
た
釈
尊
は
、「
や

め
よ
阿
難
。
悲
し
む
で
な

い
、
嘆な
げ

く
で
な
い
。
人
は
死

を
免ま
ぬ
が

れ
る
こ
と
は
で
き
な

「
涅ね
は
ん槃

・
入
に
ゅ
う
め
つ

滅
」

釈
尊
シ
リ
ー
ズ
○21

い
。
愛い
と

し
い
者
と
も
、
別

れ
離は
な

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
愛あ
い
べ
つ
り
く

別
離
苦
）。
生
ま
れ

て
き
た
も
の
は
壊こ
わ

れ
ゆ
く
べ

き
も
の
で
あ
る
（
盛
じ
ょ
う
し
ゃ
ひ
っ
す
い

者
必
衰

の
理
こ
と
わ
り）。

そ
れ
は
私
と
て
同

じ
こ
と
。
無
理
を
言
う
で
な

い
ぞ
。
阿
難
よ
、
長
く
仕つ
か

え

て
く
れ
た
。
お
前
は
善よ

い
こ

と
を
し
て
く
れ
た
。
勤つ
と

め
励は
げ

ん
で
修し
ゅ
ぎ
ょ
う行

せ
よ
。
速す
み

や
か
に

汚
れ
無
き
者
と
な
る
で
あ
ろ

う
。」
と
、
告つ

げ
ら
れ
ま
し

た
。

　

釈
尊
入
滅
の
日
、
ス
バ
ッ

ダ
と
い
う
者
が
釈
尊
を
訪た
ず

ね

て
来
ま
す
が
、
阿
難
は
釈
尊

を
想
い
断こ
と
わ

り
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
を
聞
き
つ
け
た
釈

尊
は
ス
バ
ッ
ダ
を
招ま
ね

き
、
説

法
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
感か
ん
め
い銘

を
受
け
た
ス
バ
ッ
ダ
は
出し
ゅ
っ
け家

を
決け
つ
い意
し
、
釈
尊
の
最
後
の

直じ
き
で
し

弟
子
と
な
ら
れ
ま
し
た
。

釈
尊
は
教
え
を
求
め
る
者
が

い
る
限
り
、
入
滅
を
前
に
し

て
も
、
布ふ
き
ょ
う
で
ん
ど
う

教
伝
道
へ
心し
ん
け
つ血

を

注そ
そ

が
れ
た
の
で
し
た
。

　

釈
尊
は
改
め
て
修し
ゅ
ぎ
ょ
う
そ
う

行
僧
た

ち
へ
、「
も
ろ
も
ろ
の
事じ
し
ょ
う象

は
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る

（
諸し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
）。
怠
る
こ
と
な

く
修
行
に
励
み
な
さ
い
。」

と
、
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
が
釈
尊
の
最
後
の
言
葉
で

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り

ま
す
。

　

佛ぶ
っ
き
ょ
う教
を
開
き
約
四
十
五
年

間
の
布
教
伝
道
の
後
、
旧
き
ゅ
う
れ
き暦

二
月
十
五
日
、
釈
尊
八
十
歳

の
こ
ろ
、
煩ぼ

ん
の
う悩

を
断だ
ん

じ
尽つ
く

し
、
肉に
く
た
い体
も
ま
た
無
に
帰き

し

た
、
完
全
な
る
悟さ
と

り
の
境き
ょ
う
ち地

（
大だ
い
は
つ
ね
は
ん

般
涅
槃
）
へ
と
参ま
い

ら
れ

た
の
で
し
た
。

「
祇ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

園
精
舎
の
鐘か
ね

の
声

 

諸し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
の
響ひ
び

き
あ
り

 

沙さ
ら
そ
う
じ
ゅ

羅
双
樹
の
花
の
色

 

盛
じ
ょ
う
し
ゃ
ひ
っ
す
い

者
必
衰
の
理こ
と
わ
りを
あ
ら
わ
す
」

　

皆
様
も
一
度
は
耳
に
し
た

こ
と
が
あ
る
一
節
か
と
思
い

ま
す
。
釈
尊
の
入
滅
を
通

し
、
改
め
て
聞
い
て
み
ま
す

と
、
違
っ
た
お
味
わ
い
が

い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
達
は
人
と
し

て
生
ま
れ
、
幸
さ
い
わ
いに
も
こ
の
命

尽つ

き
る
ま
で
に
、
お
念ね
ん
ぶ
つ佛
と

出で
あ
わ遇

わ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
聖

人
も
「
遇あ

い
難が
た

く
し
て
い
ま

遇
う
こ
と
を
得え

た
り
、
聞
き

難
く
し
て
す
で
に
聞
く
こ
と

を
得
た
り
」
と
、
慶よ
ろ
こ

ば
れ
ま

し
た
。
ま
こ
と
に
有あ

り
難が
た

い
こ
と
で
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
い
つ
何な
ん
ど
き時
に
も
失
う
し
な

う
か
も
知
れ
な
い
命
と
知

り
な
が
ら
も
、
疎お
ろ
そ

か
に
生

き
て
し
ま
う
の
が
こ
の
私
、

悪あ
く
に
ん
ぼ
ん
ぷ

人
凡
夫
の
有あ
り
さ
ま様
で
す
。
そ

ん
な
私
に
対
し
て
、
ま
さ

に
「
今
」
釈
尊
の
最
後
の
説

法
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、

「
南な

も

あ

み

だ

ぶ

つ

無
阿
弥
陀
佛
」
と
修お
さ

め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
（
教
学
院
第
三
部
会
）
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前
回
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー

で
、「
お
念
仏
は
聞
く
も
の

で
は
な
く
て
称と
な

え
る
も
の
な

ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
な
ど
の

疑
問
に
答
え
て
い
く
こ
と
を

お
約
束
し
ま
し
た
が
、
今
回

は
そ
の
前
に
、「
な
も
あ
み

だ
ぶ
つ
」
と
い
う
発
音
に
つ

い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

私
た
ち
は
、
お
念
仏
す
る

と
き
は
「
な
ま
ん
だ
ぶ
つ
」

と
か
「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
」、

ま
た
は
「
な
ま
ん
だ
ぶ
」
な

ど
と
称
え
ま
す
が
、
こ
れ
ら

は
「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
が

訛な
ま

っ
た
も
の
で
す
。「
な
も

あ
み
だ
ぶ
つ
」
は
漢
字
で
書

く
と
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で

す
（
親
鸞
聖
人
は
「
無
」
を

「
无
」
と
書
か
れ
ま
す
が
、

「
无
」
は
「
無
」
の
異
字
体

で
す
）。「
そ
れ
な
ら
『
な
む

あ
み
だ
ぶ
つ
』
と
読
む
べ
き

じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
し

か
に
、「
無
」
を
「
も
」
と

は
音
読
み
し
ま
せ
ん
し
、
一

般
に
は
「
な
む
あ
み
だ
ぶ

つ
」
と
読
ま
れ
て
い
ま
す

ね
。
し
か
し
、
高
田
派
や
本

願
寺
派
な
ど
で
は
「
南
無
」

は
「
な
も
」
と
読
み
ま
す
。

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、
親
鸞
聖
人
が
そ
の
よ
う

に
読
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

聖
人
の
ご
著
書
で
あ
る

『
和わ
さ
ん讃
』
で
も
、『
尊そ
ん
ご
う
し
ん
ぞ
う

号
真
像

銘め
い
も
ん文
』
で
も
、『
唯ゆ
い
し
ん
し
ょ
う

信
鈔

文も
ん
い意
』
で
も
、「
南
無
」
に

は
「
な
も
」
と
ふ
り
が
な
が

つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
一
箇

所
だ
け
「
な
む
」
の
ふ
り
が

な
も
あ
る
に
は
あ
る
の
で
す

が
、
ま
あ
例
外
と
言
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
。
鎌
倉
時
代
に

時じ
し
ゅ
う宗
を
興お
こ

し
た
一い
っ
ぺ
ん
し
ょ
う
に
ん

遍
上
人
を

描
い
た
絵
巻
、『
一い
っ
ぺ
ん
ひ
じ
り
え

遍
聖
絵
』

に
は
「
な
も
あ
み
た
ふ
」
と

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
の

で
、
親
鸞
聖
人
だ
け
が
「
な

も
」
と
読
ん
で
お
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
当
時
は
こ
の
読

み
が
普
通
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
よ
う
で
す
。

　

聖
人
の
御み
こ
こ
ろ心
に
よ
る
の
が

つ
と
め
の
私
た
ち
真
宗
門
信

徒
に
と
っ
て
は
、「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
は
「
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
」
な
の
で
す
。

　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
こ

と
を
「
お
名み
ょ
う
ご
う号

」
と
言
い
ま

す
。「
名
号
」
と
は
、
一
般

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
仏
や
菩
薩

の
名
の
こ
と
を
言
う
の
で
す

が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
名

号
は
「
阿
弥
陀
仏
」
の
御み

な名

で
あ
り
、「
南
無
」
を
附
し

た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
こ

と
を
言
い
ま
す
。
こ
の
お
名

号
は
漢
字
六
字
で
あ
ら
わ
さ

れ
て
い
る
の
で
、「
六
字
名
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号
」
と
言
い
ま
す
。

　

お
名
号
は
「
六
字
名
号
」

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お

寺
の
、
ご
本
尊
に
向
か
っ
て

左
側
の
余
間
に
は
、
右
に

「
帰き
み
ょ
う
じ
ん
じ
っ
ぽ
う
む
げ
こ
う
に
ょ
ら
い

命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」

の
、
左
に

「
南な
も
ふ
か
し
ぎ
こ
う
に
ょ
ら
い

無
不
可
思
議
光
如
来
」

の
掛
け
軸
が
掛
か
っ
て
い
ま

す
ね
。
ま
た
、
お
仏
壇
の

脇わ
き
が
け掛
に
は
こ
の
二
つ
が
合が
っ
ぷ
く幅

に
な
っ
て
い
る
も
の
や
独
立

し
て
左
右
に
掛
け
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
前
者
は
十
字
の
構
成
な

の
で
「
十
字
名
号
」、
後
者

は
九
字
の
構
成
な
の
で
「
九

字
名
号
」
と
よ
ん
で
い
ま

す
。
ま
た
、「
八
字
名
号
」

も
あ
り
ま
す
。

「
南な

も

ふ

か

し

ぎ

こ

う

ぶ

つ

無
不
可
思
議
光
仏
」

の
こ
と
で
す
が
、
ふ
だ
ん
は

あ
ま
り
拝
見
で
き
な
い
お
名

号
で
す
ね
。
仏
の
御
名
に
違

い
は
あ
り
ま
す
が
、
ど
れ
も

「
阿
弥
陀
仏
」
の
お
は
た
ら

き
を
名
に
示
し
た
別
の
お
名

前
で
す
。

　
「
十
字
名
号
」
に
は
、「
南

無
」
の
か
わ
り
に
、「
帰
命
」

の
語
が
使
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
意
味
は
同
じ
で
す
。
原

語
で
あ
る
イ
ン
ド
の
古
代

語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

「
ナ
モ
ー
」
が
音
写
さ
れ
た

の
が
「
南
無
」、
意
訳
さ
れ

た
の
が
「
帰
命
」
で
す
。

　
「
帰
命
」
と
は
、
仏
や
そ

の
教
え
を
心
か
ら
信
じ
、
敬

い
、
ま
か
せ
る
こ
と
で
す
。

と
す
れ
ば
、
お
名
号
が
意
味

す
る
の
は
、「
阿
弥
陀
仏
と

い
う
仏
さ
ま
を
心
か
ら
信

じ
、
敬
い
、
お
ま
か
せ
し
ま

す
」
と
い
う
私
の
決
断
、
意

思
表
明
の
こ
と
ば
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
ね
。
た
し
か

に
帰
命
・
南
無
す
る
の
は
私

で
す
。
そ
れ
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。

　

で
は
、
ど
う
し
て
そ
の
よ

う
な
意
思
を
も
ち
、
決
断
す

る
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ

う
。
ま
た
、「
な
ま
ん
だ
ぶ

つ
」
と
お
念
仏
す
る
よ
う
に

な
る
の
で
し
ょ
う
。
真
宗
で

は
、「
帰
命
」
を
「
帰き

せ
よ

の
命め
い

」
と
解
釈
さ
れ
ま
す
。

次
回
考
え
た
い
と
思
い
ま

す
。　
　
　
（
高
田
派
鑑
学
）

■
国
宝
二
点
を
筆
頭
に
、
右
の
写
真
の
よ
う
な
八
字
名
号
な
ど
、
多
数
の
法
宝
物
を
保
管
す
る
新
宝
物
館

　

建
設
の
ご
懇
志
も
引
き
続
き
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

■
特
別
法
要
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
で
き
ま
し
た
。（
上
）

■
特
別
法
要
前
日
と
な
る
令
和
五
年
五
月
二
十
日
土
曜
日
に
庭
儀
式
（
稚
児
練
り
）
を
予
定
い
た
し
ま
す
。
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対
策
は
手
探
り
の
状
態
で
す
が
、
本
山
で
は
三
密
を
回
避
し

つ
つ
各
種
行
事
・
法
会
の
開
催
に
と
り
く
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
テ
レ
ビ
等
の
取
材
も
入
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
自
宅

か
ら
本
山
を
ご
覧
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

●
十
月
後
半
に
は
映
画
「
浅

田
家
！
」
の
公
開
に
伴
い
山

門
下
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

を
つ
か
っ
て
パ
ネ
ル
展
が
あ

り
ま
し
た
。

●
お
七
夜
と
並
び
大
勢
の
参

詣
を
い
た
だ
く
納
骨
堂
法
会

で
は
、
会
期
を
十
一
月
三
日

か
ら
十
日
と
秋
法
会
と
も
併

修
さ
れ
る
形
を
と
っ
た
う
え

で
境
内
入
口
に
お
い
て
検
温

を
実
施
す
る
な
ど
、
密
を
回

避
し
、
感
染
症
対
策
を
実
施

し
た
う
え
で
、
お
参
り
い
た

だ
け
る
よ
う
に
い
た
し
ま
し

た
。

　

各
種
研
修
会
は
パ
ー
テ
ィ

シ
ョ
ン
の
設
置
、
座
席
間
隔

を
広
げ
た
り
、
感
染
症
対
策

を
と
り
な
が
ら
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。

●
教
師
検
定
講
習
Ⅱ

　

九
月
十
九
〜
二
十
一
日
に

僧
侶
研
修
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

●
宗
議
会

　

九
月
二
十
九
〜
三
十
日
に

は
宗
門
の
大
事
な
こ
と
を
決

め
る
議
会
が
あ
り
ま
し
た
。

●
資
堂
講
法
会

　

十
月
一
〜
三
日
で
す
。

●
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
講
座

　

高
田
会
館
ホ
ー
ル
に
て
、

十
月
二
十
一
日
に
は
三
重
県

総
合
博
物
館
学
芸
員
・
太
田

光
俊
先
生
を
、
十
一
月
十
六

日
に
は
金
信
昌
樹
先
生
を
講

師
に
お
招
き
し
公
開
講
座
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。

●
第
40
回
坊
守
・
婦
人
会
合
同
研
修
会

　

十
一
月
十
七
日
に
御
影
堂

に
て
松
山
智
道
先
生
の
講
義

を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

●
紅
葉
堂
法
会

　

十
一
月
十
八
日
に
お
こ
な

わ
れ
ま
し
た
。

「浅田家！」パネル展「浅田家！」パネル展

納骨堂法会での検温納骨堂法会での検温

納骨堂法会　仏間勤行納骨堂法会　仏間勤行

教師検定講習Ⅱ教師検定講習Ⅱ

紅葉堂法会紅葉堂法会

坊守・婦人会合同研修会坊守・婦人会合同研修会
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本
山
納
骨
受
付
に
つ
い
て

■
感
染
症
対
策
の
た
め
、
納
骨

受
付
は
予
約
制
と
い
た
し
ま
し

た
。
ま
た
、
受
付
件
数
を
限
定

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
翌
月
末
ま
で
の
予
約
が
可
能

で
す
。
ご
予
約
は
お
電
話
に
て

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
ご
予
約
・
お
問
い
合
せ
先

　
総
合
案
内
所
・
納
骨
堂

   

電
話 

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
七
二
三
四

　

そ
の
経
路
と
な
る
、
越
後
と
信
州
の
境
、

関
川
に
は
聖
人
袈
裟
か
け
の
松
が
あ
り
、
往

来
の
邪
魔
を
し
て
い
た
大
蛇
の
住
む
池
に
経

文
を
書
い
た
石
を
投
げ
入
れ
た
時
に
袈
裟
を

か
け
た
と
い
う
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

血
辻
へ
は
Ｊ
Ｒ
松
井
田
駅
よ
り
徒
歩
16
分
程

度
、
袈
裟
か
け
の
松
へ
は
Ｊ
Ｒ
妙
高
高
原
駅

よ
り
徒
歩
25
分
ほ
ど
で
す
。 

（
山
川
蓮
生
）

第
18
回　

越
後
よ
り
上
州
へ

　

親
鸞
聖
人
が
三
十
九
歳
と
な
っ
た
と
き
、

よ
う
や
く
流
罪
御
赦
免
と
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
翌
年
早
々
に
越
後
を
出
発
し
源
空
（
法

然
）
上
人
の
も
と
へ
と
向
か
い
ま
す
。
雪
深

い
北
陸
路
を
さ
け
て
信
濃
路
、
上
野
国
と
迂

回
す
る
ル
ー
ト
で
す
。

　

途
中
、
上
野
国
四
辻
に
て
源
空
上
人
の
訃

報
を
う
け
ま
す
。
こ
こ
で
、
悲
し
み
の
あ
ま

り
血
の
涙
を
流
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
血
辻
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

一
旦
、
越
後
に
戻
る
こ
と
に
し
、
途
中
上

州
、
信
州
に
お
い
て
も
教
化
さ
れ
ま
す
。

血辻血辻

袈裟かけの松袈裟かけの松

高
田
本
山
で
は
来
る

令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年

五
月
二
十
一
日
〜
二
十
八
日
の
八
日
間

特
別
法
要
と
し
て

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生

　

八
五
〇
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
〇
〇
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
〇
〇
年
忌

　
　
　
　
　
　

奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
忌

　
　
　
　
　

奉
讃
法
会

 

以
上
の
四
法
会
を
執
り
行
い
ま
す
。

総
合
案
内
所
に
つ
い
て

■
進
納
所
の
業
務
を
す
べ
て
総
合
案
内
所
に
統
合
い
た
し
ま
す
。

　
・
院
号
・
法
名
な
ど
の
申
物
や
臨
時
読
経
の
申
し
込
み

　
・
進
納
物
（
懇
志
・
永
代
経
）
の
お
取
り
扱
い

　
・
参
拝
記
念
印
の
お
取
り
扱
い

　
・
帰
敬
式
受
付

　
・
仏
事
相
談

■
引
続
き
案
内
所
各
種
業
務
も
行
い
ま
す
。

　
・
納
骨
の
お
申
し
込
み

　
・
団
体
参
拝
の
お
申
し
込
み

　
・
各
種
販
売
物
の
お
取
り
扱
い

現地の案内板にはここより現地の案内板にはここより
常陸に向かったとあります常陸に向かったとあります

総
合
案
内
所

総
合
案
内
所



三
重
県
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一
身
田
町

　
　
　
　
　
　

２
８
１
９

　

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

高田本山だより令和 2 年 12 月 10 日 第 124 号　(8)

寺
院
名

※
疾
病
の
拡
散
防
止
の
お
願
い

　

参
詣
の
際
や
、
行
事
等
に
ご

参
加
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
引

き
続
き
感
染
防
止
対
策
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
状
況
に

よ
り
各
種
行
事
が
中
止
ま
た
は

内
容
が
変
更
さ
れ
る
場
合
も
ご

ざ
い
ま
す
。

一
月
一
日
〜
三
日

修
正
会

一
月
九
日
〜
十
六
日

報
恩
講
（
お
七
夜
）

　
　

期
間
中
の
行
事
は

　
　

２
ペ
ー
ジ
を
参
照

二
月
二
十
日
・
二
十
一
日

住
職
補
任
研
修
会

三
月
十
七
日
〜
二
十
三
日

讃
仏
会

三
月
二
十
日
〜
四
月
四
日

写
生
大
会

●　

行 

事 

案 

内

　

法
話
の
バ
ト
ン
を
受
け
と
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
八
十
路
半
ば
の
私
に
と
っ

て
、
次
に
つ
な
げ
ら
れ
る
か
い
さ
さ
か
不

安
で
す
が
・
・
・

　

前
回
の
「
本
山
だ
よ
り
」
一
二
三
号

で
、
東
京
組
正
福
寺
の
英
師
は
「
私
た

ち
は
コ
ロ
ナ
後
の
日
常
を
取
り
戻
そ
う

と
『
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル

（
新
常
識
）』
を
コ
ン
セ
プ

ト
に
動
き
始
め
て
お
り
ま

す
。・
・
・
ニ
ュ
ー
ノ
ー

マ
ル
が
発
生
す
る
の
は
三

度
目
で
す
。・・・
」
と
仰
っ

て
み
え
ま
す
。

　

私
は
本
格
的
デ
ジ
タ
ル

化
社
会
の
到
来
、
ス
マ
ホ

一
台
で
人
間
生
活
の
ほ
と
ん
ど
の
機
能
を

補
完
す
る
便
利
で
、
そ
ら
恐
ろ
し
い
時
代

が
や
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
、
働
き

の
鈍
く
な
っ
た
頭
を
叩
き
な
が
ら
い
ろ
い

ろ
想
像
し
て
い
ま
す
。

　

世
の
中
は
、
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
で

成
立
し
て
い
る
時
代
か
ら
、
人
と
機
器
と

の
か
か
わ
り
で
成
立
し
て
い
る
時
代
へ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
社
会
が
ど
う
変

革
し
よ
う
と
も
、
人
間
が
存
在
す
る
以
上

変
わ
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に

よ
っ
て
人
間
は
支
え
ら
れ
、
と
き
に
は
翻

弄
さ
れ
て
い
る
〜
そ
れ
は
、
人
間
は“

煩

悩
具
足
の
凡
夫”

で
あ
る
こ
と
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
二
十
年
も
の
長
い
間
比

叡
山
で
き
び
し
い
修
行
を
積

ま
れ
ま
し
た
が
、
目
標
を
達

成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、“

凡

夫”

で
あ
る
自
分
を
知
ら
し

め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、「
凡
夫
と
い
う

は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み

に
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、

い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね

み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、
ひ
ま
な
く

し
て
、
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど

ま
ら
ず
、
た
え
ず
・
・
・
・
」（『
一
念
多

念
文
意
』）
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
み
え
ま
す
。

　

報
恩
講
の
季
節
、
聖
人
の
お
こ
と
ば
を

い
た
だ
き
な
が
ら
、
次
へ
バ
ト
ン
を
渡
し

ま
す
。　

                                  

合 

掌


