
 

お
施
餓
鬼
お
盆
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
皆
様
ご

清
祥
に
て
お
過
ご
し
の
事
と
存
じ
ま
す
。 

 

今
回
は
施
餓
鬼
会
（
せ
が
き
え
）
の
話
を
し
ま
す
。

施
餓
鬼
会
は
施
食
会
と
も
言
い
、「
餓
鬼
に
食
を
施
す
」

と
の
意
味
で
す
。「
餓
鬼
」
は
飢
え
た
鬼
、「
鬼
」
は
「
霊

魂
」
を
指
し
、「
飢
え
た
霊
魂
」、
つ
ま
り
「
供
養
の
行

き
届
か
な
い
霊
魂
」
を
指
し
ま
す
。
供
養
の
行
き
届
か

な
い
霊
魂
と
は
皆
様
方
の
ご
先
祖
様
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
皆
様
方
の
ご
先
祖
様
は
、
日
ご
ろ
皆
様
方
が
お
仏

壇
で
手
を
合
わ
せ
線
香
や
お
供
物
を
供
え
、
お
墓
参

り
を
し
、
法
事
や
彼
岸
法
要
、
施
餓
鬼
会
法
要
に
参
加

な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
供
養
は
行
き
届
い
て
い

ま
す
。
供
養
の
行
き
届
か
な
い
霊
魂
と
は
子
孫
の
途

絶
え
て
し
ま
っ
た
霊
魂
、
忘
れ
さ
ら
れ
た
霊
魂
の
こ

と
で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す

べ
て
を
指
し
ま
す
。 

そ
の
霊
魂
に
食
を
施
す
こ
と
は
、
良
い
行
い
で
あ

り
、
良
い
功
徳
を
積
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
積
ん

だ
良
い
功
徳
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
な
く
、
ご

先
祖
様
の
供
養
に
回
ら
し
向
け
る
（
め
ぐ
ら
し
む
け
る
、

回
向
）
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ご
先
祖
様
に
塔
婆
を
上
げ
、

戒
名
を
読
み
上
げ
る
わ
け
で
す
。 

そ
の
食
べ
物
で
す
が
、
一
応
施
餓
鬼
棚
に
お
供
え

し
て
あ
る
ご
飯
や
野
菜
、
乾
物
、
供
物
等
が
そ
れ
に
あ

た
る
の
で
す
が
、
霊
魂
は
膨
大
な
数
に
な
り
ま
す
か

ら
当
然
足
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
法
要
で
読
む
「
甘
露
門
」

と
い
う
お
経
の
中
で
呪
文
み
た
い
な
も
の
を
と
な
え
、

印
を
結
ぶ
こ
と
で
供
え
た
食
べ
物
が
何
万
、
何
億
倍

に
も
な
る
と
い
う
の
で
す
。 

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
施
す
こ
と
」
さ
ら
に
そ
の
功

徳
を
自
分
の
も
の
に
す
る
の
で
は
な
く
他
に
振
り
向

け
る
こ
と
で
す
。
金
品
に
限
ら
ず
、
功
徳
さ
え
も
自
分

の
も
の
と
せ
ず
、
他
に
分
け
る
こ
と
で
す
。
自
分
さ
え

よ
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
気
持
ち
を
捨
て
る
こ
と
で
す
。 

近
年
、
こ
の
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
風

潮
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
最
近
の
事
件

や
政
治
家
を
見
て
も
そ
の
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
ン

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
悪
質
タ

ッ
ク
ル
事
件
の
謝
罪
会

見
、
各
種
の
セ
ク
ハ
ラ
、

パ
ワ
ハ
ラ
問
題
、
森
友
、

加
計
学
園
問
題
な
ど
、

一
部
の
人
間
の
身
勝
手

な
行
為
、
保
身
行
為
が

周
り
を
振
り
回
し
、
傷

つ
け
て
い
ま
す
。
む
し

ゃ
く
し
ゃ
す
る
か
ら
と

人
を
殺
害
し
、
理
不
尽

な
要
求
に
逆
ら
う
す
べ

も
な
く
何
と
か
答
え
よ
う
と
す
る
幼
児
を
死
に
至
ら

し
め
る
親
な
ど
、
そ
の
極
み
で
し
ょ
う
。
某
国
大
統
領

と
委
員
長
の
会
談
に
し
て
も
、
自
国
民
の
為
で
は
な

く
自
ら
の
保
身
、
人
気
取
り
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
我
々
各
人
に
も
大
な
り
小
な
り

言
え
る
こ
と
で
、
イ
ラ
イ
ラ
し
て
人
や
物
に
あ
た
り

ち
ら
し
、
自
分
に
都
合
の
悪
い
こ
と
は
隠
そ
う
と
し
、

自
分
本
位
の
意
見
を
人
に
押
し
付
け
よ
う
と
し
ま
す
。

で
も
、
当
た
ら
れ
た
も
の
や
人
は
確
実
に
傷
つ
き
ま

す
し
、
小
さ
な
嘘
や
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
よ
い
と
い

う
気
持
ち
が
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

す
る
と
、
周
り
が
離
れ
、
自
分
の
ま
わ
り
に
垣
根
が
で

き
、
ど
ん
ど
ん
生
き
苦
し
く
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、

ま
わ
り
に
迷
惑
を
か
け
ま
い
、
か
け
ら
れ
ま
い
と
し

て
垣
根
を
作
っ
て
い
ま
す
。 

道
元
禅
師
様
は
、「
正
法
眼
蔵
（
現
成
公
案
）」
に 

「
仏
道
を
な
ら
う
と
い
う
は
、
自
己
を
な
ら
う
な
り
、

自
己
を
な
ら
う
と
い
う
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
、」

と
あ
り
ま
す
。「
自
己
を
な
ら
う
」
と
は
、
自
分
の
あ

り
よ
う
を
見
つ
め
直
す
こ
と
。
す
る
と
自
分
勝
手
な

気
持
ち
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

「
自
己
を
わ
す
る
る
」
と
は
、
そ
の
自
分
勝
手
な
気
持

ち
を
捨
て
去
る
こ
と
、
少
し
で
も
減
ら
そ
う
と
努
力

す
る
こ
と
で
す
。
す
る
と
、
自
然
も
含
め
周
り
に
生
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
き
づ
き
、
垣
根
が
小
さ
く
な
り
、

楽
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
多
少
の
迷
惑

は
お
互
い
様
で
す
。 

ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
加
害
選
手
の
謝
罪

会
見
は
、
真
に
謝
罪
の
気
持
ち
が
伝
わ
り
、
か
え
っ
て

周
り
を
も
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
に
さ
せ
ま
し
た
。

彼
は
、
自
己
を
な
ら
っ
て
反
省
し
、
保
身
に
走
ら
ず
他

者
の
せ
い
に
せ
ず
自
己
を
わ
す
れ
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、

謝
罪
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

人
は
間
違
い
を
犯
す
も
の
で
す
が
、
そ
の
時
、
い
か
に

す
べ
き
か
が
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。「
自
己
を
な
ら

い
、
自
己
を
わ
す
る
る
」
こ
と
で
、
自
ず
と
為
す
べ
き

こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。 

 

お
施
餓
鬼
は
、
霊
魂
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ

て
に
施
す
こ
と
、
こ
れ
は
思
い
や
り
の
心
を
持
つ
こ

と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
心
が
何
よ
り
の
御
馳

走
と
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
身
近
な
人
に
対
し
て
、
思
い

や
り
の
心
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

参
考
文
献 

稲
石
文
乘
「
自
己
を
な
ら
ひ
、
自
己
を
わ
す
る
る
」 
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可
睡
斎
参
拝 

４
月
２
６
日
、
静
岡
県
掛
川
市
の
可
睡
斎
を
参
拝
し

ま
し
た
。
当
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
朝
８
時
に
赤
羽
を

出
発
。
バ
ス
に
て
一
路
可
睡
斎
へ
。
途
中
富
士
山
を
拝

み
つ
つ
お
昼
に
可
睡
斎
に
到
着
。
精
進
料
理
を
い
た

だ
き
、
祈
祷
法
要
、
山
内
を
拝
観
し
ま
し
た
。
可
睡
斎

に
は
、
当
山
弟
子 
宮
島
敬
蔵
師
が
今
春
よ
り
修
行

し
て
お
り
、
元
気
に
励
ん
で
い
る
よ
う
で
（
大
変
そ
う

で
し
た
が
）
安
心
し
ま
し
た
。 

 
そ
の
後
、
油
山
寺
を
参

拝
し
、
焼
津
の
市
場
に
寄

り
帰
り
ま
し
た
。 

    

 

可
睡
斎
（
か
す
い
さ
い
） 

曹
洞
宗
寺
院
。
応
永
８
年
（1

4
0
1

）
如
仲
天
誾
（
じ
ょ

ち
ゅ
う
て
ん
ぎ
ん

）
和
尚
が
久
能
城
内
に
庵
を
開
い
た
の

を
始
ま
り
と
し
、
東
陽
軒
と
名
乗
る
。
そ
の
後
、
十
一

世
仙
麟
等
膳
和
尚
は
、
以
前
か
く
ま
っ
た
恩
に
よ
り

浜
松
城
主
と
な
っ
た
家
康
よ
り
呼
び
出
さ
れ
、
そ
の

時
寝
て
し
ま
っ
た
等
膳
和
尚
に
家
康
が
「
睡
る
可
（
ね

て
も
よ
い
ぞ
）」
と
言
わ
れ
、
以
来
可
睡
和
尚
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
、
寺
号
も
可
睡
斎
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。
家
康
の
帰
依
を
受
け
、
僧

録
司
（
寺
院
を
束
ね
る
役
所
）
寺
院
と
な
り
、
江
戸

時
代
も
東
海
四
ヶ
国
（
駿
河
、
遠
江
、
三
河
、
伊
豆
）

の
僧
録
司
と
し
て
曹
洞
宗
四
五
〇
〇
ヶ
寺
を
管
理
し

ま
し
た
。
明
治
時
代
に
な
る
と
火
防
の
神
様
と
し
て

有
名
な
秋
葉
三
尺
坊
が
、
衰
退
し
た
秋
葉
寺
よ
り
移

り
、
可
睡
斎
が
秋
葉
総
本
殿
と
な
り
現
在
に
至
り
ま

す
。
江
戸
時
代
よ
り
修
行
道
場
と
し
て
、
多
く
の
雲

水
が
修
行
し
て
い
ま
す
。 

油山寺薬師堂（左）とそこに至る階段（中）と道（右） 

油山寺方丈、油山寺は行基の開山。孝謙天皇の眼病を直し

たことから目の霊山と呼ばれて信仰をあつめています。 

日本一という可睡斎の有名な東司（便所） 

可睡斎本堂前、敬蔵師をまじえて記念撮影 



宮
島
敬
蔵
師
得
度
式 

 

僧
侶
に
な
る
式

を
得
度
式
と
い

い
ま
す
。
２
月

２
８
日
、
当
山

本
堂
に
て
宮
島

敬
左
右
（
僧
名

敬
蔵
）
師
の
得

度
式
を
行
い
、

晴
れ
て
僧
侶
の

一
歩
を
踏
み
出

し
ま
し
た
。
師

は
、
富
山
の
生

ま
れ
で
名
古
屋

で
の
大
学
時
代
、

可
睡
斎
で
参
禅

を
体
験
し
た
そ

う
で
す
。
東
京
に
居
を
移
し
、
昨
夏
よ
り
当
山
の
参
禅

会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
か
ね
て
よ
り
思
い
描

い
て
い
た
僧
侶
に
な
ろ
う
と
決
心
し
、
そ
の
旨
を
話

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
決
意
の
堅
さ
を
聞
き
、
ま
た
大
変

奇
特
な
こ
と
で
も
あ
り
、
私
の
弟
子
に
な
る
こ
と
に

相
成
り
ま
し
た
。
可
睡
斎
で
修
行
し
た
い
と
の
希
望

も
あ
り
、
２
月
初
旬
よ
り
毎
朝
、
始
発
電
車
で
当
山
に

通
い
、
着
物
、
衣
、
袈
裟
を
つ
け
朝
の
お
勤
め
に
参
加
、

読
経
、
お
拝
、
そ
し
て
作
務
と
修
行
に
励
み
得
度
式
を

迎
え
た
次
第
で
す
。
そ
の
後
も
当
山
で
の
修
行
に
励

み
、
何
と
か
３
月
２
７
日
に
可
睡
斎
に
上
山
（
僧
堂
に

入
門
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ち
ょ
う

ど
１
か
月
後
、
我
々
と
会
っ
た
次
第
で
す
。 

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
「
祈
り
の
宴
～
３
．
１
１

に
お
も
い
を
よ
せ
て
～
」 

３
月
１
１
日
、
今
回
で

３
回
目
と
な
る
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー

ト
を
当
山
本
堂
で
開

き
ま
し
た
。
板
鼻
弘
子

さ
ん
に
よ
る
秋
田
弁

の
語
り
、
村
手
有
子
さ

ん
の
バ
イ
オ
リ
ン
、
髙

﨑
美
保
の
ピ
ア
ノ
、
橋

本
弥
寿
子
さ
ん
の
フ

ル
ー
ト
に
よ
る
ミ
ニ

コ
ン
サ
ー
ト
。
お
も
ひ

で
ロ
マ
ン
チ
カ
に
よ

る
楽
し
い
う
ん
ち
く

付
き
の
「
み
ん
な
で
歌

お
う
」
コ
ー
ナ
ー
と
盛

り
だ
く
さ
ん
の
内
容
で
、

２
回
の
公
演
で
延
べ
１

８
０
人
が
集
ま
り
楽
し

い
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま

し
た
。 

当
日
の
チ
ケ
ッ
ト
代
か

ら
経
費
を
除
い
た
分
に
、

静
勝
寺
や
数
人
の
方
の
寄
付
金
を
合
わ
せ
て
２
０
万

円
を
３
月
２
７
日
に
「
福
島
民
報
」
に
東
日
本
大
震
災

義
援
金
と
し
て
預
託
し
ま
し
た
。 

横
田
年
昭
氏
笛
コ
ン
サ
ー

ト
「
祈
り
の
神
宴
」 

当
コ
ン
サ
ー
ト
も
１
５
回

目
を
迎
え
、
今
回
は
昼
の
部

の
１
回
で
行
わ
れ
、
横
田
氏

の
ト
リ
オ
に
よ
る
演
奏
と

横
田
千
世
子
氏
の
一
絃
琴

の
演
奏
な
ど
シ
ン
プ
ル
な

コ
ン
サ
ー
ト
で
、
本
堂
も
満

杯
に
な
り
ま
し
た
。 

花
ま
つ
り 

４
月
８
日
は
、
お
釈
迦
様

の
誕
生
日
「
は
な
ま
つ
り
」

で
す
。
花
御
堂
を
飾
り
、

誕
生
仏
に
甘
茶
を
か
け

て
お
祝
い
し
ま
す
。
当
山

も
毎
年
８
日
の
日
に
生

花
で
飾
っ
た
花
御
堂
を

本
堂
前
に
お
い
て
お
参

り
に
来
た
方
々
に
甘
茶

を
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。

本
年
は
日
曜
日
で
晴
天

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り

２
０
０
名
ほ
ど
の
方
が

お
い
で
に
な
り
大
い
に

賑
わ
い
ま
し
た
。 

北
区
仏
教
会
で
も
２
０

年
ほ
ど
前
よ
り
毎
年
４

月
第
一
土
曜
日
（
今
年

は
７
日
）
午
後
、
赤
羽
駅

西
口
広
場
で
花
御
堂
を

飾
り
、
甘
茶
飴
を
配
り
、

托
鉢
募
金
（
集
ま
っ
た

浄
財
は
北
区
社
会
福
祉



協
議
会
に
義
援
金
と
し
て
寄
付
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

以
前
は
、「
な
つ
か
し
い
」
と
い
う
方
も
多
か
っ
た
の

で
す
が
、
最
近
は
、
年
配
の
方
で
も
「
こ
れ
は
な
ん
で

す
か
？
ど
う
す
る
の
で
す
か
？
」
と
い
う
方
が
増
え

ま
し
た
。
ぜ
ひ
皆
様
も
ご
家
族
や
友
人
な
ど
に
知
ら

せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。 

道
灌
ク
ラ
ブ
来
寺 

１
月
２
６
日
、
道

灌
ク
ラ
ブ
の
皆

さ
ん
５
０
名
ほ

ど
が
来
山
な
さ

り
、
道
灌
堂
拝
観
、

住
職
の
話
を
聞

き
、
そ
の
後
本
堂

で
、
田
辺
凌
鶴
師

匠
と
そ
の
お
弟

子
さ
ん
の
講
談

を
聞
き
ま
し
た
。

凌
鶴
師
匠
は
師

匠
創
作
の
太
田

道
灌
の
講
談
を

な
さ
い
ま
し
た
。 

都
道
８
６
号
線 

経
緯 

平
成
２
５
年
冬
、
８
６
号
線
の
説
明
会
が
あ

る
と
の
通
知
を
受
け
会
場
に
行
く
と
、
道
路
建
設
の

是
非
を
問
う
説
明
会
で
は
な
く
す
で
に
決
定
済
み
で

あ
り
、
完
成
ま
で
の
日
程
の
説
明
会
で
し
た
。 

８
６
号
線
は
、
戦
後
の
復
興
道
路
（
さ
ら
に
言
え
ば
戦

前
の
軍
事
道
路
）
と
し
て
計
画
さ
れ
ま
し
た
が
、
計
画

当
初
よ
り
す
で
に
７
０
数
年
が
経
過
し
、
街
の
様
子

も
す
っ
か
り
変
わ
り
当
時
の
状
況
と
全
く
異
な
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
計
画
の
み
が
存
在
し
、
有
名

無
実
化
し
て
い
ま
し
た
。
実
際
、
東
日
本
大
震
災
後
住

宅
を
建
て
直
し
た
方
も
多
く
、
そ
の
際
皆
さ
ん
は
役

所
に
道
路
が
建
設
さ
れ
る
か
確
認
し
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
防
災
と
い
う
名
の
も
と
延
焼
遮
断
帯
と

し
急
遽
道
路
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
も
の
で
す
。 

こ
の
道
路
は
、
静
勝
寺
南
側
の
台
地
を
掘
削
し
て
通

り
、
弁
天
通
り
を
と
お
り
、
自
然
観
察
公
園
と
ス
ポ
ー

ツ
の
森
公
園
の
間
（
現
在
は
草
地
に
な
っ
て
い
る
）
を

抜
け
る
計
画
で
、
自
然
観
察
公
園
内
の
カ
ワ
セ
ミ
が

く
る
池
も
破
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
延
焼
遮
断

の
効
果
も
薄
く
む
し
ろ
延
焼
が
広
が
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
（
ト
ン
ネ
ル
が
あ
る
た
め
）。
等
々
理
由
か
ら

反
対
運
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
用
地
買
収
は

粛
々
と
進
ん
で
い
る
状
況
で
、
計
画
の
撤
回
を
求
め

裁
判
を
起
こ
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
８
６

号
線
志
茂
地
区
を
含
め
、
都
内
各
地
区
で
道
路
反
対

の
裁
判
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。 

昨
年
１
１
月
に
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
訴
、
今
春
４

月
１
１
日
に
第
１
回
の
公
判
が
あ
り
、
原
告
団
長
で

あ
る
私
（
住
職
）
が
口
頭
陳
述
を
し
ま
し
た
。
当
日
、

原
告
含
め
９
０
名
の
方
と
裁
判
を
傍
聴
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
行
政
訴
訟
は
、
傍
聴
人
が
多
い
ほ
ど
ア

ピ
ー
ル
効
果
が
あ
る
そ
う
で
す
。
次
回
は
、
７
月
１
０

日
午
後
３
時
よ
り
東
京
地
方
裁
判
所
１
０
３
号
法
廷

で
、
ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
多
く
の
方
に

参
加
頂
き
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
赤
羽
よ
り
バ

ス
を
出
し
ま
す
。
下
欄
参
照
。 

今
後
の
予
定 

〇
施
餓
鬼
会 

七
月
九
日
（
月
） 

午
後
１
時 

 

受
付
開
始 

 
 

１
時
半 

落
語 

古
今
亭
ち
よ
り
ん 

２
時 

 

護
持
会
総
会 

 

引
続
き 

 

法
話 

鶴
岡
篤
裕
老
師 

３
時 

 

施
餓
鬼
会
法
要 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

落
語 

古
今
亭
ち
よ
り
ん 

 

群
馬
県
出
身
、
駒
澤
短
大
卒
、
会
社
員
の
の
ち
古
今
亭

菊
千
代
師
匠
に
入
門
、
現
在
二
ツ
目゚
。 

法
話 

青
梅
市
竹
林
寺
鶴
岡
篤
裕
老
師 

 

本
年
も
、
東
京
の
特
派
布
教
師
（
禅
師
様
に
代
わ
り
全

国
を
回
っ
て
法
話
を
す
る
）
で
あ
る
鶴
岡
老
師
に
お

頼
み
し
ま
し
た
。 

〇
棚
経 

お
盆
の
お
経 

七
月
十
三
日
（
金
）
十
四
日
（
土
）
都
内
、
埼
玉
南
部 

 

十
五
日
（
日
） 

都
下
西
部 

 

八
月
十
三
日
（
月
）、
十
四
日
（
火
） 

七
月
に
伺
う
以
外
の
地
域 

毎
年
伺
っ
て
い
る
お
宅
に
は
、
日
時
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
新
盆
等
、
本
年
か
ら
新
た
に
御
希
望
の
方
は
ご

連
絡
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

〇
道
灌
ま
つ
り
（
太
田
道
灌
公
の
命
日
） 

七
月
二
十
六
日
（
木
）
午
後
４
時
半 

法
要 

道
灌
堂

５
時 

 

お
ま
つ
り 

階
段
下
参
道
、
夜
店 

〇
秋
季
彼
岸
会
法
要
九
月
二
十
三
日
（
土
、
中
日
） 

午
前
⒒
時 

 

法
話 

引
き
続
き
彼
岸
会
法
要 

 

〇
坐
禅
会 

毎
月
第
１
土
曜 

午
後
３
時
～
５
時
、 

〇
写
経
会 

毎
月
第
２
土
曜 

午
後
３
時
～
５
時 

○
み
ん
な
で
歌
お
う 

毎
月
第
３
土
曜
（
７
、
８
月
は

第
４
土
曜
） 

午
後
２
時
半
～
４
時 

〇
日
曜
坐
禅
会
、
朝
の
会 

 

毎
週
日
曜
朝
６
時 

坐
禅
会
、 

６
時
４
５
分
～
８
時 

朝
の
会
（
読
経
と
話
） 

○
８
６
号
線
道
路
裁
判 

バ
ス 

７
月
１
０
日
午
後
１
時
頃
出
発
（
予
定
） 

 
 

 

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
裏
道
路
集
合 

 
 

 

片
道
５
０
０
円 

直
接
、
東
京
地
方
裁
判
所
１
０
３
号
法
廷
に
午
後
３

時
ま
で
に
お
い
で
頂
い
て
も
大
丈
夫
で
す
。 

東
京
地
方
裁
判
所
は
、 

地
下
鉄
霞
ヶ
関
駅
Ａ
１ 

出
口
す
ぐ
で
す 

編
集
後
記
、
道
路
問
題
や
ら
寺
の

行
事
や
ら
と
ま
た
半
年
が
あ
っ

と
い
う
間
で
し
た
。 


