
-位牌堂清掃奉仕-
位牌が綺麗になりました
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10
月
19
日
に
女
性
部
に
よ
る
位
牌

堂
の
清
掃
奉
仕
が
あ
り
ま
し
た
。

位
牌
堂
に
は
檀
信
徒
の
位
牌
３
８

６
柱
が
安
置
さ
れ
て
ま
す
。

11
名
の
女
性
部
の
み
な
さ
ん
が
位

牌
を
一
柱
づ
つ
棚
か
ら
下
ろ
し
て
丁

寧
に
ハ
タ
キ
で
ホ
コ
リ
を
払
い
ま
し

た
。４

時
間
後
に
は
各
家
の
位
牌
は
見

違
え
る
ほ
ど
綺
麗
に
な
っ
て
再
び
安

置
さ
れ
ま
し
た
。

お
陰
で
ご
先
祖
さ
ま
も
新
た
な
気

持
ち
で
新
年
を
迎
え
る
事
が
で
き
ま

す
。佐

伯
市
で
一
番
会
員
数
の
多
い
正

定
寺
花
園
会
女
性
部
は「
報
恩
謝
徳
」

の
仏
心
で
お
世
話
を
し
て
い
ま
す
。

私
達
の
ご
先
祖
さ
ま
が
代
々
お
ま
つ

り
さ
れ
て
い
る
菩
提
寺
の
女
性
部
に

参
加
し
ま
せ
ん
か
。〈
新
会
員
募
集
〉

第2回　ご奉仕のみなさん
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大
正
14
年
（
１
９
２
５
）

四
間
四
方
回
廊
の「
位
牌
堂
」

が
本
堂
の
裏
に
再
建
さ
れ
ま

し
た
。

当
時
は
統
一
さ
れ
た
位
牌

で
は
な
く
、
篤
志
の
檀
家
に

限
っ
て
お
位
牌
を
預
か
り
、

「
日
牌
・
月
牌
」
と
し
て
、

祠
堂
諷
経
が
な
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

僧
侶
が
お
唱
え
す
る
祠
堂

諷
経
へ
の
お
礼
（
浄
財
）
は

「
日
牌
諷
経
料
・
月
牌
諷
経

料
」と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
宝
暦
11
年

（
１
７
６
１
）
に
記
さ
れ
た

「
宝
林
祠
堂
日
牌
月
牌
記
」

に
は
供
養
す
る
施
主
名
と
共

に
「
月
牌
経
米
一
石
・
月
牌

経
米
一
斗
」
な
ど
と
浄
財
が

お
米
で
納
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
判
り
ま
す
。

現
在
こ
の
「
日
牌
諷
経

料
・
月
牌
諷
経
料
」
は
「
護

持
金
」
と
云
う
名
称
で
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

護
持
金
は
位
牌
が
安
置
さ

れ
て
い
る
正
定
寺
檀
信
徒
の

諷
経
料
の
事
な
の
で
す
。

今
は
正
定
寺
花
園
会
の
下

で
檀
家
護
持
諷
経
と
し
て
法

灯
の
浄
財
と
な
っ
て
い
い
ま

す
。昭

和
48
年
（
１
９
７
３
）

の
新
位
牌
堂
建
立
に
あ
た
り

大
師
堂
の
跡
地
（
現
在
地
）

へ
本
堂
裏
か
ら
位
牌
堂
が
移

転
さ
れ
、「
観
音
堂
・
大
師

堂
・
位
牌
堂
・
鎮
守
堂
」
の

合
祠
堂
と
し
て
建
て
ら
れ
ま

し
た
。

現
在
の
室
中
は
正
面
本
尊

に
「
観
音
菩
薩
」
を
安
置
し

て
、
東
に
「
弘
法
大
師
」、

西
に
「
弁
財
天
」
を
配
し
て
、

全
て
の
檀
信
徒
が
同
一
位
牌

を
念
願
と
し
て
安
牌
さ
れ
て

い
ま
す
。

現
在
、
三
八
六
基
が
安
置

さ
れ
過
去
帳
記
入
の
た
め
家

に
持
ち
帰
っ
て
い
る
位
牌
が

三
十
四
基
、
こ
れ
か
ら
過
去

帳
に
ご
先
祖
を
記
載
す
る
位

牌
が
九
十
七
基
ほ
ど
あ
り
ま

す
。二

八
九
基
に
は
各
家
過
去

帳
が
納
め
ら
れ
て
い
て
、
ご

先
祖
さ
ま
の
戒
名
や
亡
き
方

へ
の
報
恩
の
情
が
施
主
自
ら

の
手
に
よ
っ
て
し
る
さ
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
大
切
な
位
牌
を
女
性

部
が
「
息
や
手
跡
」
な
ど
が

付
か
な
い
よ
う
に
マ
ス
ク
に

手
袋
姿
で
丁
寧
に
ハ
タ
キ
を

か
け
て
清
掃
を
致
し
ま
し

た
。

※
長
い
年
月
の
間
に
は
絶
家

（
絶
え
た
家
）
も
あ
り
ま
す
。

で
も
絶
家
の
檀
家
位
牌
は
大

切
に
保
管
さ
れ
て
秋
の
彼
岸

に
供
養
さ
れ
過
去
帳
の
戒
名

も
そ
の
ま
ま
永
代
残
り
ま

す
。そ

の
他
に
、
遠
地
に
移
住

し
て
寺
院
を
替
え
た
り
宗
旨

替
え
な
ど
の
檀
家
（
離
檀
）

の
場
合
は
離
檀
家
に
位
牌
を

お
渡
し
す
る
か
当
方
で
お
焚

き
上
げ
致
し
ま
す
。

離
檀
の
場
合
は
次
の
住
職

へ
引
き
継
く
都
合
や
各
寺
院

に
同
一
の
記
録
が
残
る
こ
と

を
避
け
る
た
め
に
元
過
去
帳

の
戒
名
に
そ
の
旨
を
記
し
て

い
ま
す
。

マスクに白手袋一柱ずつハタキをかける

位
　
牌
　
堂
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みなさんお疲れさまでした
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平
成
22
年
11
月
３
日（
水
）

午
後
７
時
よ
り
地
区
世
話

人
・
総
代
及
び
花
園
会
役
員

の
出
席
の
も
と
「
臨
時
世
話

人
総
会
」が
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
総
会
は
６
月
20
日
に

行
わ
れ
た
「
定
例
世
話
人
総

会
」
の
平
成
22
年
度
事
業
計

画
に
そ
っ
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。総

会
で
は
地
区
世
話
人
・

花
園
会
役
員
全
31
名
の
出
席

の
も
と
「
晋
山
式
収
支
予

算
」・「
各
地
区
の
現
状
」
・

「
檀
信
徒
負
担
金
の
納
付
」・

「
今
後
の
予
定
」
な
ど
が
話

し
合
わ
れ
ま
し
た
。

晋
山
式
は
次
の
住
持
を
定

め
迎
え
る
儀
式
で
す
。
随
喜

施
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
多
く

の
檀
信
徒
と
共
に
そ
の
日
を

喜
び
あ
い
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に

は
出
費
ご
多
端
の
時
期
に
恐

縮
で
す
が
何
卒
ご
厚
情
と
ご

援
信
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

◆
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
へ

一
、
晋
山
式
の
総
費
用
は
三

千
四
百
十
五
万
円
と
な

り
、
募
財
は
一
檀
家
あ
た

り
七
万
三
千
円
の
ご
寄
進

を
お
願
い
す
る
事
と
な
り

ま
し
た
。

一
、
平
成
23
年
の
１
月
末
か

ら
２
月
に
か
け
て
全
檀
信

徒
さ
ま
へ
「
晋
山
式
の
趣

意
書
」を
配
布
致
し
ま
す
。

一
、
晋
山
式
は
古
式
に
の
っ

と
り
平
成
二
十
四
年
十
一

月
に
挙
行
の
予
定
を
致
し

て
お
り
ま
す
。

一
、
村
外
扱
い
の
檀
信
徒

（
約
１
４
０
名
）
の
方
々

は
平
成
23
年
４
月
か
ら
平

成
24
年
４
月
ま
で
の
期
間

で
ご
負
担
を
お
願
い
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
、
村
外
扱
い
の
檀
信
徒
の

方
々
へ
の
「
納
付
方
法
」

な
ど
は
趣
意
書
に
同
封
致

し
ま
す
。

一
、
直
川
の
横
川
地
区
・
川

又
向
船
場
地
区
・
羽
木
蜷

地
区
・
中
津
留
間
庭
地

区
・
間
地
区
の
檀
信
徒
さ

ま
は
村
外
扱
い
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
又
、
各

家
別
に
和
尚
さ
ん
若
し
く

は
役
員
さ
ん
が
ご
説
明
に

上
が
り
ま
す
。

説
明
日
は
お
っ
て
各
家
別

に
連
絡
を
致
し
ま
す
。

一
、
負
担
金
七
万
三
千
円
を

一
括
全
納
さ
れ
る
檀
信
徒

さ
ま
は
、
世
話
人
さ
ま
を

通
じ
て
振
込
用
紙
で
納
金

す
る
方
法
で
お
願
い
致
し

ま
す
。

※
一
括
全
納
者
は
特
別
会
計

か
正
定
寺
へ
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

一
、
村
内
檀
信
徒
の
集
金
時

で
の
領
収
書
は
地
区
世
話

人
さ
ま
の
受
領
印
と
な
り

ま
す
が
完
納
時
点
で
は
特

別
会
計
か
ら
地
区
世
話
人

さ
ん
を
通
じ
て
正
式
な
領

収
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

一
、
晋
山
式
負
担
金
の
振
り

込
み
用
紙
と
護
持
金
の
振

込
用
紙
は
「
加
入
者

名
」
・
「
口
座
番
号
」
が

違
い
ま
す
の
で
お
間
違
え

な
い
よ
う
に
お
願
い
致
し

ま
す
。

一
、
特
別
寄
付
金
に
つ
い
て

は
和
尚
さ
ん
・
総
代
さ
ん

が
篤
志
者
へ
お
願
い
に
上

が
り
ま
す
。

第
１
回
晋
山
式
世
話
人
総
会

（
臨
時
世
話
人
総
会
）

総会のようす
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仁田原・赤木の世話人さん

赤木・直見地区世話人さん直見地区世話人さん

総代説明

役　員

プロジェクターで説明
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第
二
十
四
世
南
陽
拓
朗
和
尚
晋
山
式
に
あ
た
り

戸
　
高
　
直
　
人

こ
の
度
、
第
二
十
四
世
南

陽
拓
朗
和
尚
晋
山
式
お
け
る

会
計
を
拝
命
賜
り
ま
し
た
内

水
地
区
の
戸
高
直
人
と
申
し

ま
す
。

私
は
、
恥
ず
か
し
な
が
ら

昭
和
57
年
に
挙
行
さ
れ
た
第

二
十
三
世
新
命
和
尚
（
現
ご

住
職
様
）
晋
山
式
の
こ
と
を

全
く
記
憶
し
て
お
り
ま
せ
ん

し
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
行

事
な
の
か
で
す
ら
わ
か
ら
な

い
状
況
で
し
た
。

ゆ
え
に
、「
今
回
の
晋
山

式
会
計
を
」
と
い
う
お
話
を

い
た
だ
い
た
時
に
は
、
正
直

お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う

と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。

１
５
２
３
年
に
創
建
さ
れ

た
長
い
歴
史
と
由
緒
の
あ
る

正
定
寺
と
い
う
寺
院
に
第
二

十
四
世
南
陽
拓
朗
和
尚
様
の

お
迎
え
す
る
30
年
に
一
度

の
大
切
な
一
大
行
事
に
お
け

る
会
計
と
い
う
大
役
に
、
若

輩
者
で
あ
り
、
造
詣
も
深
く

な
い
私
に
は
、
荷
が
重
す
ぎ

る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

こ
の
由
緒
あ
る
正
定
寺
と
そ

れ
を
献
身
的
に
お
支
え
に
な

ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
檀
信

徒
の
皆
様
に
対
し
て
、
失
礼

に
当
た
り
は
し
な
い
か
、
と

も
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
正
定
寺
の
30
年

に
一
度
の
大
切
な
儀
式
に
、

檀
信
徒
の
一
人
と
し
て
深
く

携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
け
る
こ

と
の
あ
り
が
た
さ
と
、
私
の

よ
う
な
者
に
こ
の
お
話
を
し

て
い
た
だ
い
た
ご
住
職
様
、

総
代
の
皆
様
に
対
す
る
感
謝

の
意
を
表
す
こ
と
の
大
切
さ

を
強
く
感
じ
、こ
の
大
役
を
、

あ
り
が
た
く
お
受
け
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
大
役
を
お
受
け
す
る

に
あ
た
り
、私
個
人
と
し
て
、

今
回
の
晋
山
式
に
携
わ
る
す

べ
て
の
事
、
そ
し
て
無
事
に

円
成
さ
せ
る
事
、
そ
し
て
そ

れ
を
願
う
事
は
、
私
の
ご
先

祖
様
、
父
そ
し
て
母
に
対
す

る
供
養
で
も
あ
る
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

不
謹
慎
な
言
い
方
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
位
牌

や
墓
前
の
前
で
手
を
合
わ

せ
、
線
香
を
お
供
え
す
る
こ

と
と
同
じ
こ
と
で
も
あ
る
と

感
じ
て
お
り
ま
す
。

先
に
も
述
べ
ま
し
た
と
お

り
、
若
輩
者
で
造
詣
も
深
く

な
い
私
で
は
あ
り
ま
す
が
、

平
成
24
年
11
月
に
挙
行
さ
れ

る
第
二
十
四
世
南
陽
拓
朗
和

尚
晋
山
式
の
円
成
の
た
め
、

精
一
杯
務
め
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
檀
信
徒
の
皆
様
の
ご

援
信
と
ご
教
示
を
何
卒
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。
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平
成
22
年
11
月
16
日（
火
）

午
前
10
時
よ
り
本
匠
因
尾
の

瑞
祥
寺
で
「
平
成
22
年
度
秋

季
特
別
布
教
」
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

講
師
に
愛
媛
県
の
光
教
寺

住
職
小
田
実
全
和
尚
さ
ま
を

迎
え
、
第
２
部
（
佐
伯
市
内

21
ヶ
寺
）
の
檀
信
徒
約
80
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

演
題
は
「
調
え
る
（
と
と

の
え
る
）」
～
一
日
一
度
は

静
か
に
坐
っ
て
身
と
呼
吸
と

心
を
調
え
ま
し
ょ
う
～
と
題

し
て
１
時
間
30
分
の
法
話
が

あ
り
ま
し
た
。

正
定
寺
か
ら
は
花
園
会
女

性
部
の
甲
斐
久
仁
子
さ
ん
・

柳
井
久
美
子
さ
ん
・
甲
斐
俊

子
さ
ん
と
寺
庭
が
参
加
し
ま

し
た
。
新
築
さ
れ
た
本
堂
で

本
山
ご
開
山
さ
ん
と
ご
開
基

さ
ん
へ
諷
経
し
て
、
参
加
者

で
坐
禅
・
生
活
信
条
唱
和
な

ど
有
意
義
な
日
を
過
ご
し
ま

し
た
。 平

成
22
年
度
秋
季
特
別
布
教
…
…
本
匠
の
瑞
祥
寺
に
て

講師の光教寺住職：小田実全和尚さま

参加した甲斐久仁子さん・柳井久美子さん・
甲斐俊子さんと寺庭

新
築
の
瑞
祥
寺
本
堂
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◎
世
話
人
任
期
満
了
に
つ
い
て

地
区
世
話
人
さ
ま
の
中
で
今
年
度
に
任
期
（
一
期
３

年
）
を
迎
え
る
方
は
、
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
お
世

話
を
頂
き
、
新
世
話
人
さ
ま
は
同
年
４
月
１
日
よ
り
お

願
い
致
し
ま
す
。

平
成
23
年
度
の
「
定
例
世
話
人
総
会
」
は
６
月
に
行

い
ま
す
の
で
、
世
話
人
交
代
の
地
区
は
新
世
話
人
さ
ま

の
名
簿
を
３
月
ま
で
に
正
定
寺
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

（
※
地
区
檀
徒
数
に
よ
っ
て
任
期
が
違
う
地
区
が
あ
り
ま

す
）ま

た
、
世
話
人
さ
ま
の
選
出
に
お
い
て
、
現
在
「
総

代
・
花
園
会
役
員
」
で
お
世
話
を
頂
い
て
い
ま
す
檀
信

徒
は
除
外
し
て
ご
選
出
く
だ
さ
い
。

◎
護
持
金
入
金
に
つ
い
て

平
成
20
年
10
月
よ
り
、
地
区
世
話
人
さ
ま
に
よ
っ
て

お
世
話
を
頂
く
護
持
金
が
郵
便
局
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
利
用
と

な
り
ま
し
た
。
な
る
べ
く
窓
口
で
は
な
く
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
械

で
の
お
振
り
込
み
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

Ａ
Ｔ
Ｍ
機
械
の
操
作
が
判
ら
な
い
場
合
は
窓
口
の
ゆ

う
ち
ょ
職
員
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

尚
、
直
川
外
（
村
外
扱
い
な
ど
）
の
皆
さ
ま
は
例
年

通
り
の
郵
便
振
り
込
み
（
一
括
）
で
す
。

平
成
22
年
９
月
22
日
の

「
秋
彼
岸
山
門
施
餓
鬼
法
要
」

が
終
わ
っ
た
あ
と
、
女
性
部

役
員
が
直
川
苑
に
タ
オ
ル
を

お
届
け
致
し
ま
し
た
。

直
川
苑
の
入
苑
者
に
「
家

庭
の
味
」
を
届
け
た
い
と
18

年
前
か
ら
「
梅
干
し
」
を
贈

っ
て
き
ま
し
が
、
３
年
前
か

ら
「
直
川
苑
」
が
独
自
で
梅

干
し
を
漬
け
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
、
そ
の
後
は
「
タ
オ

ル
」
を
女
性
部
が
持
ち
寄
り

届
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。今

回
も
女
性
部
役
員
の

「
甲
斐
部
長
・
川
野
副
部

長
・
柳
井
会
計
事
務
局
」
の

３
名
が
直
川
苑
に
出
向
き
ま

し
た
。

直
川
苑
で
は
城
井
勉
施
設

長
さ
ん
や
入
苑
者
の
お
ば
あ

さ
ん
に
わ
ざ
わ
ざ
出
迎
え
て

頂
き
ま
し
た
。

直川苑にて

花
園
会
女
性
部
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動



正定寺 検索

臨済宗（禅宗）妙心寺派　正　定　寺　寺　報 ほうりんしょうじゃ
⓬

各和尚さま方

参拝者

焼香と水向け

山門施餓鬼を告げる大鐘

９
月
22
日
（
水
）

午
前
11
時
の
正
定
寺

大
鐘
を
合
図
に
近
隣

の
和
尚
さ
ん
10
名
が

本
堂
へ
入
堂
し
ま
す
。

本
堂
は
五
色
の
幡

が
秋
風
に
揺
ら
ぎ
、

施
餓
鬼
法
要
の
声
明

が
本
堂
に
響
き
ま
し

た
。秋

彼
岸
に
ご
先
祖

の
ご
供
養
を
申
し
込

ま
れ
た
方
は
３
２
１

名
で
そ
の
供
養
霊
数

は
６
３
０
霊
に
の
ぼ

り
法
要
の
一
週
間
ほ

ど
前
か
ら
「
水
塔
婆
」

や
「
御
幣
」
を
女
性

部
が
準
備
い
た
し
ま

し
た
。

年
中
行
事
と
し
て

は
大
勢
の
檀
信
徒
が

参
加
す
る
盛
大
な
も

の
で
す
。

百
名
を
超
え
る
参

拝
者
は
読
み
上
げ
ら

れ
る
６
３
０
霊
の
戒

名
を
静
か
に
聞
き
な

が
ら
１
時
間
の
法
要

に
手
を
合
わ
せ
て
い

ま
し
た
。

秋彼岸山門施餓鬼法要
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戒名を読み上げる梅南寺和尚さん

法話をする長徳寺和尚さん

焼香と水向け

焼香と水向け

山門施餓鬼を準備する女性部
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秋のお彼岸に頂戴する
水卒塔婆（経木塔婆）の供養の仕方

戒名
�����

が書かれた水
��

塔
��

婆
�

は、名の由来のごとく本来は川に流し（水
��

供
�

養
��

）したも

のです。これを「彼
�

岸
��

の経木
����

流し」と云います。

薄い水
��

塔
��

婆
�

は、年忌法事で使われる卒
�

塔
�

婆
�

とはちがい、別名「経木
����

塔婆」と言

われ平安時代は教典（お経）を書いていました。

この「水
��

塔
��

婆
�

（経木塔婆）」を供養する法要を「施
�

餓
�

鬼
�

法要」・「甘
��

露
�

法要」・

「閼
�

伽
�

法要」・「水陸
����

法要」などと呼びます。

水
��

塔
��

婆
�

には亡き人の戒名
�����

を記して一霊一霊丁寧にご供
�

養
��

が行われます。小
�

幣
��

（五色の幡）はご先祖を救ってくださる二十五菩薩
���

をあらわして型取ったものです。

河川に物を流すのが規制されている現在では、水
��

塔
��

婆
�

と小
�

幣
��

は共に墓前にお供

えするようになりました。

墓前にお供えしてお参りするたびに水
��

塔
��

婆
�

に水を掛けて供
�

養
��

します。

水の事を中国では「閼
�

伽
�

」と呼び「供
�

養
��

」を意味する言葉です。

お墓に水をかける風習は中国から伝わった「閼
�

伽
�

供養」の由来が起源で、お墓

の正面には「あか受け水鉢」と云うく
く
ぼ
く
み
く
がある墓もあります。

又、お墓参りに撒
�

くものを「水の華
��

（小豆・米・野菜を混ぜた供物）」と言い、

お墓には「水」の字がつく言葉が沢山あります。

この水塔婆や小幣は年末に塩を掛け墓所内で燃やし灰は回りに撒きます。卒塔

婆はインドの言葉で「スツーバ」と言い、お釈
��

迦
�

様の舎
��

利
�

（お骨）を納め供
�

養
��

し

た高い塔の事を言います。



正定寺 検索

⓯
臨済宗（禅宗）妙心寺派　正　定　寺　寺　報 ほうりんしょうじゃ

平
成
22
年
11
月
23
日
午
前
９
時
よ
り
総
代
・
役
員
７
人

で
正
定
寺
所
有
の
山
林
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
５
８
０
０

０
㎡
に
お
よ
ぶ
広
さ
の
山
で
杉
の
立
木
を
輪
尺
で
一
本
一

本
測
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
山
の
立
木
調
査
は
８
月
に
一
度
行
わ
れ
、
今
回
で

２
回
目
に
な
り
ま
す
。

前
回
に
付
け
ら
れ
た
調
査
済
み
の
印
や
境
界
を
確
認
し

な
が
ら
行
わ
れ
ま
し
た
。

寺山の
立木調査

みなさんお疲れさまでした

輪
尺
で
測
る
総
代
役
員

※花園会地区世話人はその年度末（３月３１日）までお世話を頂きます。

《
正
定
寺
花
園
会
役
員
名
簿
》

花
園
会
役
員（
檀
徒
総
代
）

甲
斐
　
照
光

花
園
会
役
員（
檀
徒
総
代
）

小
野
　
永
生

花
園
会
役
員（
檀
徒
総
代
）

御
手
洗
晴
視

花
園
会
役
員（
檀
徒
総
代
）

安
藤
　
廣
美

花
園
会
会
計
・
事
務
局

村
西
　
栄
二

花
園
会
女
性
部
部
長

甲
斐
久
仁
子

花
園
会
女
性
部
副
部
長

安
藤
リ
ヨ
子

花
園
会
女
性
部
副
部
長

川
野
久
美
子

花
園
会
女
性
部
会
計
・
事
務
局

柳
井
久
美
子

花
園
会
青
壮
年
部
長

小
田
木
聖
孝

花
園
会
青
壮
年
副
部
長

安
藤
　
博
光

花
園
会
青
壮
年
副
部
長
・
晋
山
式
特
別
会
計

戸
高
　
直
人

《
正
定
寺
花
園
会
地
区
世
話
人
名
簿
》

内
水
地
区

戸
高
　
浅
生
　
堂
師
地
区

羽
明
　
忠
義

椛
杭
・
下
城
地
区

飛
田
　
照
子
　
野
の
内
地
区

川
野
　
貴
重

岸
の
上
地
区

羽
明
　
忠
夫
　
立
箱
・
長
野
地
区

立
箱
　
和
人

上
の
地
地
区

植
田
　
純
市
　
中
津
留
・
道
ノ
内
地
区

安
藤
　
慶
喜

細
川
内
地
区

小
野
　
浩
伸
　
吹
原
地
区

山
内
　
一
平

久
留
須
・
新
中
地
区

簀
戸
　
功
吉
　
柚
の
原
地
区

染
矢
　
博
正

黒
岩
地
区

小
野
　
　
力
　
竹
の
下
・
園
地
区

竹
中
　
裕
子

大
鶴
・
萱
垣
地
区

三
浦
　
伸
一
　
間
庭
・
中
津
留
地
区

簀
戸
　
精
一

神
の
原
地
区

尾
形
　
利
勝
　
江
河
内
・
道
越
地
区

甲
斐
　
龍
太

神
栗
地
区

森
下
　
　
修
　
尾
浦
地
区

山
本
　
春
男

市
屋
敷
地
区

柳
井
　
百
人
　
旧
佐
伯
地
区

仲
宮
　
哲
男

花
園
会
会
計
監
査
委
員

竹
　
中
　
裕
　
子

花
園
会
会
計
監
査
委
員

植
　
田
　
純
　
市

花
園
会
女
性
部
会
計
監
査
委
員

小
　
野
　
宣
　
子

花
園
会
女
性
部
会
計
監
査
委
員

柳
　
井
　
政
　
子
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僕
の
知
ら
な
い
祖
父
が
い
ま
し
た森

　
田
　
邦
　
之

と
て
も
大
き
な
声
が
、
私

を
呼
び
ま
す
。

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉

は
、
と
て
も
丁
寧
で
熟
考
し

な
が
ら
ゆ
っ
く
り
喋
り
ま

す
。ま

る
で
、
校
長
先
生
の
朝

の
集
会
。

私
の
祖
父
で
あ
る
吉
雄

は
、
校
長
先
生
だ
っ
た
よ
う

で
す
。

過
去
形
な
の
は
、
私
が
１

回
も
校
長
先
生
だ
っ
た
姿
を

見
た
こ
と
が
な
い
か
ら
で

す
。私

に
と
っ
て
は
ご
く
普
通

の
ど
こ
に
で
も
い
る
あ
り
ふ

れ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
だ
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。

祖
父
は
い
ろ
い
ろ
な
経
験

を
さ
せ
て
く
れ
た
と
思
い
ま

す
。新

幹
線
の
切
符
の
買
い

方
、
釣
り
の
仕
方
、
散
歩
の

仕
方
、
ハ
エ
た
た
き
の
使
い

方
・
・
・
。

あ
る
と
き
、
僕
は
祖
父
に

言
い
ま
し
た
。

「
沖
縄
の
日
差
し
は
と
て
も

暑
い
け
ど
、
フ
ラ
イ
パ
ン
を

外
に
お
い
て
お
い
た
ら
目
玉

焼
き
が
出
来
る
と
思
う
。」

祖
父
は
僕
の
馬
鹿
げ
た
問

い
か
け
を
ま
じ
め
に
聞
い
て

ち
ょ
っ
と
微
笑
み
、

「
実
際
に
や
っ
て
み
な
さ
い
」

と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
結

果
は
内
緒
で
す
。

祖
父
と
弟
と
僕
の
３
人

で
、
仲
良
く
釣
り
に
行
き
ま

し
た
。

家
の
堆
肥
置
き
場
で
ミ
ミ

ズ
を
捕
ま
え
、
綺
麗
な
澄
ん

だ
海
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
小

さ
な
水
溜
り
で
し
た
。

沖
縄
に
も
う
な
ぎ
が
い
た

の
は
驚
き
で
す
。
祖
父
も
と

て
も
び
っ
く
り
し
て
い
ま
し

た
。祖

父
は
散
歩
が
好
き
で
し

た
。
と
に
か
く
地
図
を
買
っ

て
歩
き
回
り
ま
す
。

ど
こ
か
に
旅
行
に
行
く

と
、
次
の
朝
の
早
朝
は
必
ず

散
歩
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。

富
士
山
に
家
族
で
行
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
家
族

５
人
と
祖
父
の
計
６
人
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

１
人
ま
た
１
人
と
家
族
が

脱
落
し
、
８
合
目
を
過
ぎ
る

こ
ろ
に
は
、
私
と
祖
父
の
２

人
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。９

・
５
合
目
で
さ
す
が
の

祖
父
も
ギ
ブ
ア
ッ
プ
。
お
ま

け
に
持
っ
て
き
た
１
・
５
リ

ッ
ト
ル
の
コ
ー
ラ
の
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
ふ
た
が
自
然
に
緩

み
、
祖
父
の
リ
ュ
ッ
ク
の
中

を
ず
ぶ
ず
ぶ
に
濡
ら
し
て
い

ま
し
た
。

「
私
は
こ
こ
で
待
っ
て
い
る

か
ら
、
頂
上
を
見
て
き
な
さ

い
」
と
言
わ
れ
、
頂
上
ま
で

は
私
一
人
で
行
き
ま
し
た
。

お
い
て
き
た
祖
父
が
心
配

だ
っ
た
の
で
走
っ
て
行
っ
て

20
秒
ほ
ど
火
口
を
眺
め
、
急

い
で
降
り
て
き
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。

沖
縄
疎
開
の
話
は
、
僕
に

は
一
切
し
な
か
っ
た
の
で
よ

く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

親
戚
の
お
じ
さ

ん
、
お
ば
さ
ん
や
、

両
親
か
ら
の
情
報
が

す
べ
て
で
し
た
。

そ
ん
な
と
き
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

祖
父
の
名
前
で
検
索

を
か
け
、
正
定
寺
さ

ん
を
知
り
ま
し
た
。

僕
の
知
ら
な
い
祖

父
が
い
ま
し
た
。

知
ら
な
い
写
真
が

あ
り
ま
し
た
。

僕
の
知
ら
な
い
祖
父
が
そ

こ
に
い
ま
し
た
。

私
と
祖
父
の
思
い
で
は
、

語
り
つ
く
せ
ぬ
ほ
ど
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
正
定
寺
さ

ん
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

情
報
で
、
私
の
中
で
一
段

上
の
説
得
力
と
納
得
を
感
じ

さ
せ
て
も
ら
え
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え

て
く
だ
さ
っ
た
正
定
寺
住
職

様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

正定寺にて森田邦之さんのご両親と弟さん




