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月

火

水

木

土

月

和
、

公
正
さ
に
い
た
る
道
を
説
い
て
い

 
お
参
り
の
方
は
、

お
と
き
の
時
間
を
決
め
て

　
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
（

地
区
世
話
人
経
由
）

弓町、新町、広小路、城鼻、錦城、北浜

東大内山下、　東大内山中、新興

下原、下下司、宗近、煙硝倉、祇園、守末

中ノ原、鴨川、中平、下本庄

広島・原爆被災者の慰霊碑

「

す
べ
て
の
偉
大
な
宗
教
は
、

愛
や
平

の
狂
気
集
団
の
こ
と
を
糾
弾
し
た
か
っ

た
と
思
う
が
、

純
粋
な
宗
教
信
者
で
あ

り
返
す
I
S
（

イ
ス
ラ
ミ
ッ

ク
ス
テ
ー

ト
）

　
オ
バ
マ
大
統
領
は
、

テ
ロ
行
為
を
繰

避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
」

と
語
り
ま
し
た
。

と
に
人
を
殺
す
信
者
を
抱
え
る
こ
と
を

ま
す
が
、

ど
の
宗
教
も
信
仰
の
名
の
も

１２日

南台、丸尾、茅場、安岐大添、守江、猪尾

金

人
類
は
永
遠
に
平
和
を

享
受
で
き
な
い
の
か
？

こ
と
が
基
礎
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

生
命
を
大
切
に
し
、

常
に
平
和
を
祈
る

の
恐
ろ
し
さ
で
も
あ
る
。

真
の
宗
教
は

よ
う
が
な
い
。

他
を
認
め
な
い
一
神
教

い
。

精
神
が
麻
痺
し
て
い
る
し
か
捉
え

れ
ば
人
殺
し
を
正
当
化
で
き
る
筈
は
無

施せ

　
食じ

き

　
会え

(

お
せ
が
き
）

 
八
月
三
日

（
水

）
八
時
よ
り
法
要

お
と
き
＝

九
時
と
十
一
時
半
よ
り

日１４日

八
　
　
　
月 迫上、迫下、国東町、安岐瀬戸田、日出町全戸１３日

１５日

８日

９日

１０日

デ
ッ

シ
ュ

の
若
者
に
よ
る
犯
行
で
二
十
名
の

れ
な
い
気
持
ち
で
一
杯
で
あ
り
、

只
々
ご
冥

福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

日
本
人
七
名
が
含
ま
れ
て
い
た
。

い
た
た
ま

外
国
人
が
殺
さ
れ
た
。

そ
の
中
に
は
、

バ
ン

古野、西上、北台、菊本、須賀、桃山、別府市

　今年の棚経日程は上記のとおりです。初盆供養や仏事もあ
りますので、時間のお約束はできません。もし、ご不在とか
でご都合の悪いときは、お早めにご連絡下さい。出来る範囲
で調整いたします。詳細は、８月３日の施食会の日にお知ら
せします。

し
た
。

そ
の
後
、

参
列
者
を
前
に
演
説
。

魚町、本町、谷町、中尾、本村、宇佐市、大分市

矢 野 明 玄

安 住 寺 コ ピ ー 室

熊
本
地
震
と
水
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
へ

　
本
年
四
月
の
大
地
震
に
よ
り

、
熊
本
県
益
城
町

、

大
分
県
由
布
市
を
中
心
に
大
変
な
被
害
が
発
生
し
ま

し
た

。
加
え
て
水
害
も
発
生
し
て
い
ま
す

。
心
か
ら

の
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す

。

錦江、西新町、東大内山上

平
和
へ
の
祈
り
は
信
仰
の
基
礎

一
　
　
　
　
同

島
を
訪
れ
、

原
爆
慰
霊
碑
に
献
花
し
黙
と
う

米
国
大
統
領
と
し
て
初
め
て
オ
バ
マ
氏
が
広

安　住　寺　だ　よ　り

総
　
　
代

禅の心
平成２８年　棚経日程 責

任
役
員

　
平
成
二
十
八
年
　
盛
夏

１１日

杉山、札ノ辻、永代橋、西大内山全戸

住
　
　
職

責
任
役
員
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申
し
上
げ
ま
す

閑栖

矢

野

明

玄

川

上

　
浩

矢

野

玄

徳

出
て
し
ま
っ

た
。

I
S
を
名
乗
る
バ
ン
グ
ラ

　
七
月
一
日
ダ
ッ

カ
で
痛
ま
し
い
犠
牲
者
が

グ
ラ
デ
ッ

シ
ュ

の
国
の
た
め
に
働
い
て
い
た

　
五
月
に
主
要
七
か
国
に
よ
る
伊
勢
志
摩
サ

ミ
ッ

ト
が
開
催
さ
れ
た
。

終
了
後
、

現
職
の
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 南
禅
会
本
部
女
子
研
修
に
参
加
し
て 

西
下
司 

 

清
末
玲
子 

三
月
の
安
住
寺
だ
よ
り
に
「
い
つ
お
寺

に
参
る
ん
？
… 

歩
い
て
来
ら
れ
る
ほ

ど
近
く
に
住
ん
で
い
て
も
お
寺
の
行
事

に
ま
だ
一
度
も
出
席
し
た
こ
と
が
な
い

方
が
い
る
」
と
あ
り
ま
し
た
。
私
の
こ
と

だ
！
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
今
年
お
世

話
役
が
回
っ
て
き
た
の
で
す
。 

こ
れ
を
機
に
、
四
月
の
総
会
で
、
お
寺

デ
ビ
ュ
ー
を
し
ま
し
た
。
お
寺
の
温
か
い

雰
囲
気
と
素
晴
ら
し
い
法
話
に
魅
了
さ

れ
、
仏
教
に
つ
い
て
勉
強
し
た
い
と
思
い

そ
の
日
の
う
ち
に
、
須
賀
元
子
さ
ん
と
い

っ
し
ょ
に
研
修
を
申
し
込
み
ま
し
た
。 

 

二
泊
三
日
の
研
修
会
で
私
が
一
番
心

に
残
っ
た
こ
と
は
、
蓮
沼
総
長
様
の
法
話

で
す
。「
月
は
太
陽
の
光
を
受
け
て
、
そ

の
光
を
自
分
だ
け
が
吸
収
し
な
い
で
、
平

等
に
す
べ
て
を
照
ら
す
」
そ
れ
は
「
他
の

幸
せ
の
た
め
に
生
き
る
」
こ
と
。
私
は
自

分
の
幸
せ
を
求
め
る
だ
け
の
小
さ
な
器

で
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。 

夜
の
座
談
会
に
蓮
沼
総
長
様
が
お
み

え
に
な
っ
た
の
で
、
南
禅
寺
の
三
つ
の
教

え
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
毎
日
の
生
活
の

中
で
ど
う
生
か
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か

質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

答
え
の
一
つ
〔
不
離
当
処
〕
は
、
昨
日

の
こ
と
を
く
よ
く
よ
す
る
な
、
未
来
の
こ

と
を
思
い
悩
む
な
、
大
事
な
の
は
ひ
と
と

き
、
ひ
と
と
き
を
「
一
所
懸
命
」
生
き
る

「
一
所
懸
命
」
と
は
点
で
あ
り
点
と
点
が

つ
な
が
っ
て
「
一
生
懸
命
」
に
な
る
。 

二
つ
目
〔
利
他
の
行
〕
は
、
他
を
救
う

こ
と
が
自
分
を
救
う
こ
と
、
自
分
の
行
い

は
、
ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に
自
分
に
返
っ

て
く
る
。
自
分
に
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
、

子
々
孫
々
に
返
っ
て
く
る
。 

三
つ
目
〔
利
生
の
悲
願
〕
は
、
い
た
だ

い
た
命
を
食
べ
尽
す
、
犠
牲
に
な
っ
た
命

の
分
ま
で
生
き
て
い
く
。 

南
禅
寺
の
教
え
と
は
、「
動
物
植
物
の

命
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
周
り
の
方
々
の

お
か
げ
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
、
こ

の
こ
と
に
感
謝
を
し
な
が
ら
、
他
の
幸
せ

の
た
め
に
実
践
し
、
一
所
懸
命
を
つ
な
げ

て
、
一
生
懸
命
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と

だ
と
理
解
し
ま
し
た
。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
日
々
過
ご
す
こ

と
は
、
大
変
な
努
力
を
要
す
る
と
思
い
ま

す
。
南
禅
寺
派
の
和
尚
様
方
の
偉
大
さ
を

改
め
て
感
じ
ま
し
た
。 

そ
の
他
の
研
修
に
お
い
て
も
―
―
初

心
を
貫
き
通
す
大
切
さ
を
学
ん
だ
中
村

管
長
様
の
法
話
―
周
り
の
方
々
へ
の
感

謝
が
足
り
な
か
っ
た
こ
と
を
懺
悔
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
灯
明
会
―
愛
別
離
苦
の

思
い
に
寄
り
添
い
、
生
き
て
い
る
人
に
仕

え
る
よ
う
に
供
養
す
る
こ
と
を
学
ん
だ

追
善
供
養
御
和
讃
の
御
詠
歌
―
自
分
の

心
の
悪
念
を
一
本
一
本
抜
く
よ
う
に
取

り
組
ん
だ
草
取
り
の
作
務
―
心
が
空
っ

ぽ
に
な
っ
て
ひ
た
す
ら
筆
を
走
ら
せ
た

写
経
会
―
―
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
中
で

は
体
験
で
き
な
か
っ
た
貴
重
な
時
間
を

過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
南
禅
寺
敷
地
内
の
お
寺
拝
観
や

塔
所
参
拝
で
は
、
社
会
や
美
術
の
教
科
書

で
見
た
仏
塔
や
仏
像
、
仏
画
の
数
々
、
水

彩
画
や
水
墨
画
、
版
画
、
書
や
掛
け
軸
等

々
…
つ
い
つ
い
見
入
っ
て
し
ま
い
「
次
に

行
き
ま
す
よ
。」
と
何
度
も
声
を
か
け
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
感
激
し
た
こ
と
が
二
つ
あ
り

ま
し
た
。
一
つ
は
、
草
取
り
の
作
務
を
し

て
い
た
時
、
側
で
作
業
を
し
て
い
た
和
尚

様
が
「
ど
こ
か
ら
で
す
か
？
」
と
言
う
の

で
「
大
分
で
す
。」
と
言
う
と
「
安
住
寺

を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
」
と
尋
ね
ら
れ
、

「
安
住
寺
か
ら
来
ま
し
た
！
」
と
答
え
る

と
、
そ
の
和
尚
様
は
明
玄
和
尚
様
の
後
輩

で
一
緒
に
修
行
を
さ
れ
た
と
の
こ
と
。
明

玄
和
尚
様
は
何
で
も
で
き
て
苦
手
な
こ

と
が
な
く
、
一
番
尊
敬
し
て
い
る
先
輩
だ

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
晋
山
式
の

時
に
安
住
寺
に
い
ら
し
た
そ
う
で
す
。 

も
う
一
つ
は
、
南
禅
会
館
の
方
に
「
帰

っ
て
お
寺
の
新
聞
に
原
稿
を
書
く
の
で

こ
の
感
想
文
を
コ
ピ
ー
し
て
い
た
だ
け

ま
す
か
？
」
と
お
願
い
し
た
の
で
す
。
す

る
と
、
お
寺
の
名
前
を
見
て
「
あ
あ
、
安

住
寺
さ
ん
で
す
ね
。
ず
っ
と
お
便
り
を
出

さ
れ
て
い
ま
す
も
の
ね
。」
と
快
く
コ
ピ

ー
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

今
回
の
研
修
で
、
身
近
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
閑
栖
和
尚
様
と
明
玄
和
尚
様
が
特
別

に
慕
わ
れ
て
い
る
和
尚
様
で
あ
る
こ
と

や
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
安

住
寺
だ
よ
り
が
と
て
も
貴
重
な
お
便
り

で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
ま
し
た
。 

今
回
の
研
修
は
、
見
る
も
の
聴
く
こ
と

が
何
も
か
も
初
め
て
で
、
衝
撃
的
な
三
日

間
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
周
り
の
方
々

へ
の
感
謝
を
忘
れ
ず
、
皆
さ
ん
が
喜
ば
れ

る
こ
と
を
少
し
ず
つ
実
践
し
て
い
き
、
お

寺
の
行
事
に
も
で
き
る
限
り
参
加
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

合
掌 
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《
言
葉
を
正
す
》 

某
政
治
家
の
、
政
治
資
金
私
的
流
用
の

問
題
で
、
そ
の
政
治
家
の
謝
罪
の
言
葉
が

足
り
ず
、
お
粗
末
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

メ
デ
ィ
ア
も
世
論
も
炎
上
し
、
と
う
と
う

辞
任
と
な
っ
た
。 

次
の
首
長
選
で
は
五
十
億
円
近
い
税

金
が
必
要
だ
と
い
う
。
震
災
復
興
に
充
て

ら
れ
た
ら
と
考
え
て
し
ま
う
。 

問
題
の
本
質
は
謝
罪
の
方
法
で
は
な

い
が
、「
口
は
災
い
の
元
」
と
い
う
よ
う

に
、
言
葉
に
よ
っ
て
起
る
問
題
は
多
い
。 

仏
教
で
は
、
十
善
戒
と
い
っ
て
「
な
す

べ
き
良
い
十
の
戒
め
」
が
あ
る
。
そ
の
中

で
言
葉
に
関
す
る
善
い
行
い
が
四
つ
あ

る
。
不
妄
語(

ふ
も
う
ご) 

嘘
を
つ
か
な

い
。
不
綺
語(

ふ
き
ご) 

中
身
の
無
い
言

葉
を
話
さ
な
い
。
不
悪
口(

ふ
あ
っ
く) 

乱
暴
な
言
葉
を
使
わ
な
い
。
不
両
舌(

ふ

り
ょ
う
ぜ
つ) 

他
人
を
仲
違
い
さ
せ
る

よ
う
な
こ
と
を
言
わ
な
い
。 

古
く
か
ら
言
葉
に
よ
っ
て
問
題
が
起

こ
り
、
い
か
に
言
葉
を
大
切
に
仏
教
が
捉

え
て
き
た
か
が
よ
く
分
か
る
。 

 

仏
事
等
で
、
檀
家
の
お
宅
を
訪
問
す
る

が
、
家
族
の
皆
さ
ん
が
慎
み
深
く
、
優
し

い
言
葉
を
話
さ
れ
る
ご
家
庭
が
た
く
さ

ん
あ
る
。
正
し
い
言
葉
は
、
一
瞬
に
し
て

身
に
付
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幼
い

時
か
ら
、
幾
度
も
語
り
か
け
ら
れ
た
、
愛

情
や
思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
が
、
む
け
ら

れ
た
者
自
身
の
言
葉
と
な
る
。 

 

言
葉
は
意
識
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
自
己
を
慎
み
、
他
を
慮
り
、
心

を
正
し
く
整
え
る
努
力
を
続
け
て
こ
ら

れ
た
ご
家
庭
だ
か
ら
こ
そ
、
優
し
い
言
葉

に
溢
れ
る
。 

 

言
葉
を
正
し
、
磨
い
て
い
く
こ
と
も
、

日
々
の
仏
道
修
行
の
実
践
で
あ
る
。 

【南
禅
寺
合
同
得
度
式
】 

四
月
四
日
・五
日
の
予
定
で
、本
山
に
て

合
同
得
度
式
が
執
り
行
わ
れ
、南
禅
寺
派

の
末
寺
の
お
弟
子
さ
ん
が
、十
余
名
参
加

し
ま
し
た
。 

 
 

前
日
の
予
行
演
習
で
は
、参
加
者
の
中

で
最
年
少
で
あ
っ
た
、
次
男
三
男
の
二
人

が
ぐ
ず
り
当
日
が
心
配
で
し
た
が
、荘
厳

さ
か
ら
か
、
何
と
か
一
時
間
の
儀
式
を
つ

と
め
て
く
れ
ま
し
た
。 

中
村
文
峰
管
長
様
か
ら
は
、小
僧
さ
ん

の
仲
間
入
り
を
し
た
か
ら
に
は
、怠
け
ず
、

サ
ボ
ら
ず
、一
生
懸
命
修
行
し
て
く
だ
さ

い
と
、ご
自
身
が
七
十
年
近
く
前
に
山
口

県
洞
春
寺
（
毛
利
家
の
菩
提
寺
）
の
中
村

泰
祐
老
師
に
就
き
得
度
さ
れ
た
時
の
お

話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

あ
と
二
、三
年
も
す
れ
ば
次
男
・玄
武
（

ひ
ろ
た
け
）、三
男
・玄
朗
（ひ
ろ
あ
き
）も
、

棚
経
や
行
事
に
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

ご
指
導
ご
法
愛
を
賜
り
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

寺
報
と
一
緒
に
お
配
り
い
た
し
ま
し

た
「
南
禅
誌
」
冒
頭
に
、
得
度
に
関
し
て
、

管
長
猊
下
が
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
ま

す
。
あ
わ
せ
て
お
読
み
く
だ
さ
い
。 

 

＊
お
譲
り
致
し
ま
す
＊ 

 
 
 

 
市
内
檀
家
の
方
か
ら
、
電
動
四
輪
車
を

無
料
で
お
譲
り
し
た
い
と
、
お
申
し
出
が

あ
り
ま
し
た
。
必
要
な
方
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

【
日
々
是
好
日
】 

●
梅
雨
の
雨
が
上
が
り
、
う
だ
る
様
な
暑

さ
。
関
東
で
は
渇
水
が
酷
い
よ
う
で
、
今

年
の
夏
は
心
配
で
な
り
ま
せ
ん
。
●
三
月

二
十
六
日
、
木
付
親
重
公
の
毎
歳
忌
法
要

が
、
木
付
家
累
代
三
戸
の
当
主
の
方
と
お

勤
め
い
た
し
ま
し
た
。
●
四
月
五
日
、
ご

報
告
の
よ
う
に
本
山
で
得
度
式
を
執
り

行
い
ま
し
た
。
●
四
月
二
十
三
日
・
合
掌

会
総
会
五
月
二
十
四
日
・
世
話
人
引
継
会

で
、
合
掌
会
は
廣
石
美
枝
子
新
会
長
に
、

各
地
区
で
も
お
世
話
人
さ
ん
の
交
代
と

な
り
ま
し
た
。
何
か
と
ご
迷
惑
を
お
掛
け

い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
●
六
月
二
十
五
日
、
大

分
市
白
木
の
龍
雲
寺
様
の
先
先
住
五
十

年
・
先
住
三
十
三
年
法
要
が
営
ま
れ
ま
し

た
。
遺
徳
を
偲
び
た
く
さ
ん
の
和
尚
様
が

お
参
り
し
ま
し
た
。
●
今
年
の
棚
経
も
長

男
・
長
女
が
お
参
り
い
た
し
ま
す
。
長
男

に
は
、
地
図
と
名
簿
を
渡
し
て
お
り
ま
す

が
、
ま
だ
不
慣
れ
で
す
。
ご
協
力
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
●
八
月
三
日
の
山
門
施
食

会
に
は
、
皆
様
方
の
お
参
り
を
、
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。
●
八
月
二
十
五
日
に
大

分
市
當
陽
寺
に
て
臨
済
宗
青
年
層
の
会

主
催
「
寺
子
屋
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
参

加
希
望
の
方
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

合
掌 

サンプル写真 
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詩

  お祈り申し上げます。

上記の方々が本年初盆会を迎えます。

檀信徒の皆様と共に、謹んでご冥福を

回
向

え
こ
う

文ぶ
ん

に
つ
い
て

閑栖

　
七
、

八
月
は
、

護
持
会
費
と
境

　
内
墓
地
管
理
料
の
納
付
時
期
と

お
願
い
致
し
ま
す
。

納
入
さ
れ
ま
す
様
、

よ
ろ
し
く

　
護
持
会
費

　
墓
地
管
理
料
の
お
願
い

・
山
門
施
食
会

八

月

三

日

九

月

下

旬

行
事
予
定

　
市
内
の
方
は
、

地
区
世
話
人

振
替
を
ご
利
用
下
さ
い
。

ご詠歌　9/16
10/7　10/17
11/7　11/17

12/8

午
前
六
時
よ
り

坐
禅
会

坐禅会　9/10
9/24　10/8
10/22　11/12
11/26　12/10

・
敬
　
老
　
会

八
月
中

・

写

経

・

坐

禅

・

詠

歌

休

み

99歳

梶 取 久 様

古 庄 ノ ブ 子 様

熊 澤 武 次 郎 様

93歳

写経　9/21
10/21　11/24

78歳

河 野 シ ヅ 子 様

小 川 健 治 様

87歳

小 田 原 房 江 様

今年 初盆会

清 末 フ サ 子 様

林 善 信 様

81歳

66歳

須 賀 春 信 様

木 元 ツ ヤ 子 様

前 田 義 美 様

63歳

工 藤 智 久 様 西 下 司

安 岐 町

を
通
じ
て
、

市
外
の
方
は
郵
便

南 台 西

91歳

84歳

67歳

71歳

西 上

日 出 町

北 浜93歳

94歳

石 堂 重 男 様

・
毎

月
第

二

・
第

四

土
曜

池 山 治 郎 様 北九州市

別 府 市

錦 江

西 下 司

76歳

南 台 東

別 府 市

を迎える方々。

宗 近

安 岐 町

下 原

西 下 司

82歳 古 野

東 下 司

宗 近

87歳亀 岡 ス ミ 子 様

城 正 勝 様

87歳

矢 野 周 治 様

国 広 美 沙 子 様

92歳

95歳

96歳

江 藤 栄 利 子 様

　　　　　　　　　　　廣石碩田先生筆

ご希望の方に差し上げます。お申し出下さい。

阿 部 春 巳 様

西 田 美 子 様

渡 邉 富 美 子 様

東大内山

原 北

西 下 司

67歳

77歳

な
っ

て
い
ま
す
。

お
忘
れ
な
く

祈
ら
ず
に
は
居
れ
な
い
の
で
す
。

よ
う
に
」

と
、

仏
教
徒
と
し
て
は

す
。

だ
か
ら
「

全
て
が
救
わ
れ
る

の
世
と
違
う
こ
と
は
予
想
で
き
ま

と
は
、

想
像
す
る
だ
け
で
す
が
こ

う
に

」
で
す
。
「

あ
の
世
」

の
こ

道
の
悟
り
へ
の
道
に
入
り
ま
す
よ

か
ら
出
て

、
等
し
く
す
べ
て
が
仏

霊
に
回
向
し

、
み
な
迷
い
の
世
界

死
後
に
餓
鬼
の
世
界
に
陥

っ
た
諸

べ
て
の
幽
冥
界
に
さ
ま
よ
う
霊
魂

つ
ま
で
も
恨
み
を
残
す
親
族

、
す

祈
り
の
文
句
で
結
び
」

ま
す
。

何
々
を
お
供
え
し
、

何
経
を
読
み

り
返
す
境
涯
に
あ
る
父
母
や

、
い

「
そ
れ
ぞ
れ
幾
た
び
も
生
死
を
繰

次
の
よ
う
な
文
言
を
加
え
ま
す
。

を
祈
り
ま
す
。
』

お
盆
の
回
向
は

る
修
行
者
の
一
切
の
智
慧
の
成
就

満
す
る
諸
仏
・
諸
菩
薩
、

大
い
な

仏
事
・
法
要
の
際
に
「

回
向
文
」

小

ち
ゃ

な

蜂

の

な

か

に

神
さ
ま
は

そ

う

し

て
、

そ

う

し

て

世

界

は

神

さ

ま

の

な

か

に

日

本

は

世

界

の

な

か

に

意
味
『

過
去
、

現
在
、

未
来
に
遍

摩
訶
薩
　
摩
訶
般
若
波
羅
蜜

十
方
三
世
一
切
諸
仏
　
諸
尊
菩
薩

で
す
と
「

い
つ
、

誰
の
何
回
忌
で

を
最
後
に
唱
え
ま
す
。

年
忌
法
要

結
び
の
文
言
は
次
の
と
お
り
で
す
。

蜂
と
神
さ
ま

町
は
日
本
の
な
か
に

土
塀
は
町
の
な
か
に

お

庭

は

土

塀

の

な

か

に

お

花

は

お

庭

の

な

か

に

蜂
は
お
花
の
な
か
に

金
子
み
す
ゞ
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