
平 成 １８ 年 初 盆 の お 家
喪　　　主 続柄 故人名 命　　日 享年（数え年） 地 区 名

甲　斐　典　昭 父 綱　義 １７年８月 １日 ８７歳 下直見・江河内

田　野　沖　義 妻 キミエ ８月 １日 ８２歳 下直見・間　庭

安　藤　泰　生 母 シズエ ８月１２日 ９２歳 岡　山・倉　敷

葛　城　幸一郎 父 亀　鶴 １１月１１日 ８８歳 佐　伯・鶴　岡

鳴　海　トキ子 夫 植三郎 １１月１５日 ７５歳 蒲　江・尾　浦

竹　元　多加夫 養父 貞　信 １１月１９日 ８７歳 上直見・竹の下

杉　野　良　雄 父 正　一 １２月 ３日 ８３歳 上直見・新　中

久保田　和　博 父 正　徳 １２月１７日 ９１歳 仁田原・大　鶴

大　原　節　江 夫 昇 １２月２８日 ６４歳 横　川・中組二

柳　井　清　水 母 ナミ子 １８年１月２７日 ９６歳 赤　木・市屋敷

小　野　今朝子 夫 忠 ３月 ５日 ９０歳 仁田原・上の地

吉　田　　　努 父 憲　司 ３月１９日 ７５歳 佐伯市・海　崎

泥　谷　新　一 妻 マスエ ３月２５日 ７４歳 横　川・蜷ノ崎

簀　戸　　　健 父 春　生 ４月１６日 ６６歳 仁田原・岸の上

小　原　壽　山 父 豊　嶽 ６月 １日 ８１歳 仁田原・上の地

加　藤　隆　美 養父 太　郎 ６月１５日 ８７歳 仁田原・岸の上

大　津　健　児 祖父 繁　夫 ７月 ３日 １０３歳 延岡市・富美山町
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《
正
定
寺
花
園
会
役
員
名
簿
》

花
園
会
会
長（
檀
徒
総
代
）

柳
　
井
　
道
　
則

花
園
会
役
員（
檀
徒
総
代
）

小
　
野
　
永
　
生

花
園
会
役
員（
檀
徒
総
代
）

柳
　
井
　
孝
　
義

花
園
会
会
計
・
庶
務

村
　
西
　
栄
　
二

花
園
会
女
性
部
部
長

矢
　
野
　
侃
　
可

花
園
会
女
性
部
副
部
長

竹
　
下
　
好
　
子

花
園
会
女
性
部
副
部
長

安
　
藤
　
リ
ヨ
子

花
園
会
女
性
部
会
計
・
庶
務

川
　
野
　
久
美
子

花
園
会
青
壮
年
部
長

小
田
木
　
聖
　
孝

《
正
定
寺
花
園
会
地
区
世
話
人
名
簿
》

内
水
地
区

戸
高
　
浅
生

椛
杭
地
区

御
手
洗
豊
喜

岸
の
上
地
区

櫻
井
　
米
士

上
の
地
地
区

小
野
美
智
治

細
川
内
地
区

長
田
小
太
郎

柚
の
原
地
区

岡
田
　
喜
敏

黒
岩
地
区

川
股
　
憲
明

大
鶴
地
区

久
保
田
清
江

羽
木
蜷
地
区

大
竹
　
昭
二

神
の
原
地
区

鴨
尾
　
利
夫

神
栗
地
区

甲
斐
　
一
男

市
屋
敷
地
区

柳
井
　
則
幸

堂
師
地
区

阿
部
　
英
治

野
の
内
地
区

後
藤
　
保
代

立
長
地
区

安
藤
　
美
喜

中
道
地
区

安
藤
　
健
辞

吹
原
地
区

高
橋
　
慶
太

久
留
須
地
区

渡
辺
　
淳
一

竹
園
地
区

吉
田
　
禮
子

間
庭
・
中
津
留
地
区

水
久
保
光
夫

江
河
内
地
区

吉
田
　
　
勇

尾
浦
地
区

冨
高
　
和
夫

佐
伯
地
区

仲
宮
　
哲
男

花
園
会
会
計
監
査
委
員

御
手
洗
　
豊
　
喜

花
園
会
会
計
監
査
委
員

阿
　
部
　
英
　
治

女
性
部
会
計
監
査
委
員

久
保
田
　
キ
ヨ
エ

女
性
部
会
計
監
査
委
員

小
　
野
　
明
　
美

本
年
の
お
盆
参
り
に
つ
い
て

当
山
第
二
十
一
世
千
巌
和
尚
の
初
盆
以
来
三
十
六
年
間
欠
か
さ
ず
に
檀
信

徒
盂
蘭
盆
に
は
ご
供
養
を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
が
、

今
年
は
当
山
第
二
十
二
世
豊
嶽
義
弘
和
尚
の
初
盆
に
な
り
、
檀
信
徒
各
家

へ
の
お
参
り
を
今
年
に
限
っ
て
ご
無
礼
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す
が
、
何
と
ぞ
意
を
お
酌
み
取

り
の
上
ご
理
解
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

尚
、
檀
信
徒
の
ご
先
祖
盂
蘭
盆
供
養
を
、
右
の
時
間
に
位
牌
堂
で
お
勤
め

し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
都
合
の
良
い
時
間
に
合
わ
せ
て
ご
家
族
で
お
参
り
下
さ
い
。

(

位
牌
堂
に
は
イ
ス
を
準
備
し
て
い
ま
す)

八
月
十
三
日
（
日
）
午
前
十
時
と
午
後
三
時
（
二
回
の
法
要
）

十
四
日
（
月
）
午
前
十
時
と
午
後
三
時
（
二
回
の
法
要
）

十
五
日
（
火
）
午
前
十
時
と
午
後
三
時
（
二
回
の
法
要
）

※
位
牌
を
持
参
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
今
年
初
盆
を
迎
え
る
檀
信
徒
へ
は
お
参
り
を
致
し
ま
す
。

お
っ
て
各
初
盆
家
に
日
程
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
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正
定
寺
春
彼
岸

法
要
と
お
説
教

本
山
春
季
定
期
巡
教

去
る
平
成
１８
年
３
月
１９
日（
日
曜
日
）に
改
修
さ
れ
た
位
牌
堂
で

岩
手
県
陸
前
高
田
市
の
慈
恩
寺
住
職
で
あ
る
古
山
敬
光
和
尚
さ
ま
よ
り
お
説
教
を
賜
り
ま
し
た
。

新
し
く
な
っ
た
位
牌
堂
で
は
初
め
て
の
行
事
と
な
り
ま
し
た
。
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平
成
十
八
年
六
月
一
日
義
弘
和
尚
八
十
歳
に
て
遷
化
致
し
ま
し
た
。

六
月
三
日
の
通
夜
・
六
月
四
日
の
密
葬
・
六
月
七
日
の
津
送
の
際
に
は
御
繁
忙
に
も
拘
わ

ら
ず
遠
路
態
々
ご
焼
香
下
さ
れ
且
つ
大
勢
の
弔
慰
又
真
前
に
は
献
華
及
び
ご
香
資
を
賜
り
ご

芳
情
の
程
誠
に
有
り
難
く
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

津
送
で
は
何
か
と
不
行
届
の
段
あ
っ
た
か
と
存
じ
ま
す
が
何
卒
御
寛
容
下
さ
い
ま
す
様
御

願
い
申
し
上
げ
ま
す

七
月
二
十
二
日
無
事
に
新
忌
齋
の
法
要
を
終
え
る
事
が
で
き
ま
し
た
。
　

檀
信
徒
に
は
津
送
並
び
に
新
忌
齋
の
厳
修
に
際
し
て
過
分
な
信
援
を
賜
り
ま
し
た
事
を
重

ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す

本
来
は
新
忌
齋
に
皆
さ
ま
の
ご
焼
香
を
賜
る
の
が
伝
統
慣
例
で
す
が
津
送
に
引
き
続
き
の

法
要
と
言
う
こ
と
で
檀
信
徒
を
代
表
し
て
総
代
の
参
拝
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。

前住妙心當山第二十二世豊嶽弘和尚大禅師

【
豊
嶽
義
弘
和
尚
略
歴
】

道
号

豊
嶽
（
ほ
う
が
く
）

諱

義
弘
（
ぎ
こ
う
）

出
生

大
正

１５
年
２
月
１
日

得
度

昭
和

１９
年
４
月
８
日

（
千
巌
和
尚
に
よ
り
得
度
）

掛
塔

昭
和

２７
年

１０
月

２６
日

京
都
・
南
禅
寺
専
門
道
場

住
職

昭
和

２９
年
４
月

１５
日

閑
栖

平
成
元
年
７
月
１
日

（
住
職
歴
３
５
年
）

法
階

昭
和

５７
年

１０
月

２０
日

前
住
職

学
歴

昭
和

１９
年
・
佐
伯
中
学
卒

昭
和

２４
年
・
臨
済
宗
専
門

学
校
卒

昭
和

２７
年
・
龍
谷
大
学
卒

寺
院

昭
和

４８
年
位
牌
堂
建
築

昭
和

５７
年
別
棟
隠
寮
建
築

平
成
４
年
本
堂
屋
根
修
復

平
成
６
年
檀
信
徒
墓
地
及

び
駐
車
場
を
整
備

平
成

１０
年
山
門
修
復

平
成

１７
年
位
牌
堂
修
復

正
定
寺
全
て
の
建
物
・
仏
　
　

像
の
修
復
や
境
内
地
の
整

備
を
行
う

社
会

平
成

１７
年
瑞
寶
双
光
章
を

叙
勲

兄
弟
弟
子

森
本
眞
道（
佐
伯
・
龍
護
寺

先
住
）

横
山
泰
量（
京
都
府
・
慈
雲
　
　

寺
先
住
）

森
　
照
道（
延
岡
・
和
合
寺

先
住
）

弔
辞

本
日
當
山

義
弘

第
二
十
二
世

和
尚

の
津
送
を
営
ま
れ
る
に

当
り
謹
ん
で
弔
意
を
表

し
ま
す

師
は
夙
に
令
法
久
住
の

念
篤
く
住
山
以
来
孜
々

と
し
て
寺
門
の
護
持
と

檀
信
徒
の
教
化
に
盡
瘁

せ
ら
れ
そ
の
功
績
著
し

く
更
に
師
に
待
つ
も
の

が
多
大
で
あ
り
ま
し
た

が
溘
焉
と
し
て
遷
化
せ

ら
れ
ま
し
た
こ
と
は

洵
に
痛
惜
の
至
り
に
堪

え
ま
せ
ん

茲
に
恭
し
く
弔
儀
を
虔

備
し

も
っ
て
哀
悼
の
意

を
表
し
ま
す

平
成
十
八
年
六
月
七
日

妙
心
寺
派
管
長
　
　

東
海
大
光
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弔

辞

和
尚
さ
ん
、
と
う
と
う
お
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
る
時
が
来
ま
し
た
。
平
成
十
八
年
六
月
一
日
午
後
二
時
四
十
五
分
、
二
階
病
棟
詰
所
か
ら
の
「
お
別
れ
に
お
い
で
く
だ
さ
い
」
と
の
電
話
で
、
君

の
末
期
を
知
り
ま
し
た
。
三
時
間
前
は
、
ね
ま
き
姿
で
し
た
が
衣
が
え
の
日
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
君
は
き
っ
ち
り
白
装
束
に
身
を
固
め
、
さ
す
が
と
思
う
ほ
ど
の
見
事
な
幕
引
き
、
穏
か

な
顔
つ
き
の
中
に
凛
と
し
た
男
ぶ
り
を
見
せ
ま
し
た
。

こ
と
の
始
め
は
昨
年
十
月
初
旬
の
あ
る
日
で
し
た
。

い
つ
も
の
よ
う
に
組
織
診
断
の
仕
事
を
進
め
る
う
ち
、
肺
の
扁
平
上
皮
癌
を
見
つ
け
ま
し
た
。
ふ
だ
ん
患
者
の
氏
名
な
ど
確
か
め
る
こ
と
も
な
い
の
に
、
そ
の
と
き
ば
か
り
は
何
と
な
く
氏
名
欄

に
目
を
運
び
、
そ
こ
に
君
の
姓
名
を
発
見
し
た
の
で
し
た
。
衝
撃
が
体
を
貫
き
ま
し
た
。
径
六
セ
ン
チ
と
い
う
大
き
さ
が
私
を
暗
闇
に
突
き
落
と
し
ま
し
た
。

二
日
後
病
院
の
廊
下
で
、
看
護
婦
に
つ
き
そ
わ
れ
る
車
椅
子
の
君
と
出
会
い
ま
し
た
。
つ
と
め
て
明
る
く
「
や
あ
」
と
声
を
か
け
、
ハ
イ
タ
ッ
チ
を
交
わ
し
た
の
で
し
た
。
君
も
笑
顔
で
し
た
。

そ
の
日
以
後
、
土
日
以
外
は
毎
日
病
室
に
通
い
ま
し
た
。
当
初
は
抗
癌
剤
が
よ
く
効
き
、
腫
瘍
マ
ー
カ
ー
の
値
は
１
／
10
に
ま
で
下
が
り
、
呼
吸
困
難
も
か
な
り
改
善
さ
れ
ま
し
た
。
三
月
中
旬
か

ら
ス
テ
ロ
イ
ド
剤
の
投
与
を
受
け
、
見
る
見
る
元
気
を
と
り
戻
し
、
食
欲
も
増
進
し
ま
し
た
。
三
度
の
病
院
食
や
デ
ザ
ー
ト
の
ほ
か
、
持
ち
込
み
の
果
物
、
魚
、
肉
、
菓
子
な
ん
で
も
パ
ク
パ
ク
、

話
し
ぶ
り
も
昔
に
返
り
、
口
を
さ
し
は
さ
む
暇
を
与
え
ず
こ
ち
ら
は
相
槌
を
う
つ
の
が
や
っ
と
と
い
う
日
が
続
き
ま
し
た
。
三
月
下
旬
、
桜
が
咲
き
始
め
る
頃
か
ら
ほ
ゞ
二
ヵ
月
、
正
定
寺
の
離
れ

で
、
君
も
御
家
族
も
明
る
い
幸
せ
な
日
々
を
過
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
二
週
間
ご
と
に
お
訪
ね
し
た
私
た
ち
も
、
宝
物
の
よ
う
に
尊
い
日
時
で
あ
っ
た
は
ず
だ
と
、
君
の
た
め
に
心
の
底
か
ら
喜

び
ま
し
た
。
五
月
中
旬
、
再
入
院
か
ら
の
二
週
間
、
日
ご
と
に
衰
え
を
見
せ
ま
し
た
が
、
痛
み
や
苦
し
み
を
訴
え
る
こ
と
も
な
く
、
時
折
り
の
呼
吸
困
難
も
痰
の
吸
引
で
す
ぐ
に
安
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
奥
様
の
願
い
通
り
、
痛
ま
ず
苦
し
ま
ず
眠
る
よ
う
に
安
ら
か
に
息
を
引
き
と
っ
た
の
で
し
た
。

療
養
中
の
八
ヵ
月
、
佐
伯
市
に
い
る
十
人
ほ
ど
の
同
級
生
が
、
病
院
に
、
ま
た
は
直
川
の
ご
自
宅
に
入
れ
替
わ
り
立
ち
代
り
君
の
顔
を
見
に
立
ち
寄
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
過
去
六
年
間
に
関
東
と

佐
伯
で
十
人
の
級
友
を
失
い
ま
し
た
が
君
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
同
級
生
か
ら
、
し
か
も
度
々
の
見
舞
い
を
受
け
た
人
は
い
ま
せ
ん
。
君
が
み
ん
な
か
ら
親
し
ま
れ
、
愛
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
君
の

人
柄
の
故
で
す
。
ご
家
族
の
献
身
的
な
看
護
も
浴
び
る
ほ
ど
に
受
け
、
一
番
幸
せ
な
病
人
で
し
た
。

君
は
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
に
光
り
輝
く
こ
と
も
な
く
、
あ
で
や
か
な
彩
り
に
包
ま
れ
る
と
い
う
派
手
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
目
立
た
な
い
君
の
そ
ば
に
は
、
じ
ん
わ
り
と
穏
や
か
に
伝
わ
る

暖
か
味
が
あ
り
ま
し
た
。
長
い
つ
き
合
い
の
中
で
、
君
の
怒
り
の
言
葉
、
荒
げ
た
声
、
罵
り
、
ま
し
て
や
叱
咤
、
罵
詈
雑
言
、
中
傷
、
誹
謗
の
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

温
和
、
平
穏
、
柔
和
、
寛
恕
、
寛
大
、
穏
便
、
穏
当
、
と
も
か
く
穏
や
か
で
優
し
く
暖
か
い
人
柄
で
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
お
人
柄
は
生
来
の
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
も
し
か
す
る
と
戦
中

戦
後
の
困
難
、
混
乱
の
時
期
に
、
仏
教
大
学
に
学
び
、
仏
門
に
は
い
り
、
辛
苦
・
艱
難
の
修
行
の
中
で
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
、
あ
る
い
は
生
来
の
美
徳
に
磨
き
を
か
け
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

不
治
の
病
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
ふ
だ
ん
通
り
の
談
笑
を
交
わ
す
中
で
、
恨
み
言
、
後
悔
、
愚
痴
、
不
安
、
恐
怖
の
言
葉
も
口
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
親
し
ま
れ
る
人
柄
に
花
を
添

え
た
の
が
飾
ら
ぬ
ひ
ょ
う
き
ん
さ
で
し
た
。
軽
妙
酒
脱
な
茶
目
っ
気
、
こ
れ
だ
け
は
光
っ
て
い
ま
し
た
よ
。
子
供
の
頃
か
ら
、
ク
ラ
ス
の
中
で
笑
い
の
渦
が
あ
る
と
、
そ
の
中
心
に
は
い
つ
も
君
が

い
た
。
く
し
く
も
六
月
一
日
未
明
、
君
は
少
年
時
代
の
姿
で
私
の
夢
に
現
れ
、「
別
れ
に
来
た
ん
よ
。
上
ん
ご
と
行
く
ん
か
、
下
ん
方
か
道
が
よ
う
分
ら
ん
。
す
ま
ん
が
推
薦
状
を
二
通
書
い
ち
く
れ

ん
か
の
ー
」
と
の
た
ま
う
た
。

君
が
仏
門
、
正
定
寺
で
果
し
た
功
績
の
数
々
を
私
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
多
く
の
檀
家
の
方
々
、
土
地
の
人
々
か
ら
愛
さ
れ
、
親
し
ま
れ
、
敬
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
和
尚
さ
ん
、
そ
れ
で

十
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
家
と
し
て
そ
れ
が
一
番
大
き
な
功
績
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
力
一
ぱ
い
の
拍
手
喝
采
を
贈
り
ま
す
。

佐
伯
中
学
第
三
〇
回
生
が
織
り
な
す
星
座
の
中
で
、
大
き
く
光
り
輝
く
こ
と
は
な
い
が
、
な
く
て
は
な
ら
ぬ
暖
か
い
色
の
星
が
一
つ
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
八
十
年
の
長
い
生
涯
、
ご
苦
労
さ

ん
で
し
た
。

佐
伯
中
学
校
第
三
〇
回
生
　
大
塚
　
久
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弔

辞

謹
ん
で
今
は
亡
き
正
定
寺
第
二
十
二
世
豊
嶽
和
尚
様
の
ご
霊
前
に
六
十
年
に
わ
た
る

数
々
の
思
い
出
を
込
め
て
最
後
の
言
葉
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
大
変
残
念
に

思
い
ま
す
。

あ
れ
は
昨
年
宝
林
山
を
囲
む
山
の
緑
が
目
に
し
み
る
五
月
も
半
ば
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
は
い
つ
も
と
違
っ
て
和
尚
様
の
お
部
屋
に
お
邪
魔
し
て
楽
し
く
愉
快
な
一
時
を
過
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。

和
尚
様
の
純
粋
で
無
邪
気
だ
っ
た
子
供
の
頃
の
お
話
し
、
昭
和
初
め
に
生
ま
れ
戦
前
戦
後

の
厳
し
い
時
代
に
青
少
年
期
を
過
し
た
お
話
し
、
住
職
在
任
中
の
悲
喜
こ
も
ご
も
の
沢
山

の
お
話
し
等
、
話
題
豊
富
な
和
尚
様
の
お
話
を
じ
っ
く
り
聞
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

そ
し
て
最
後
に
御
家
庭
の
こ
と
に
も
ふ
れ
ら
れ
、「
一
生
健
康
に
恵
ま
れ
た
方
で
は
無
か

っ
た
が
、
長
い
間
、
妻
と
支
え
合
い
な
が
ら
楽
し
く
過
し
、
二
人
の
子
供
、
可
愛
い
孫
に

囲
ま
れ
て
平
和
に
暮
ら
し
、
今
年
は
傘
寿
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
か
ら
先
も
お

互
い
体
に
気
を
つ
け
て
、
の
ど
か
に
暮
ら
し
ま
し
ょ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
和
尚
様
の
笑

顔
は
一
点
の
曇
り
も
無
く
、
ま
さ
に
さ
わ
や
か
な
五
月
の
空
の
様
で
し
た
。

外
柔
内
剛
、
優
し
く
穏
や
か
な
反
面
、
住
職
の
仕
事
に
対
し
て
は
強
い
情
熱
と
正
義
感

を
も
っ
て
終
始
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
和
尚
様
が
半
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
突
然
身
体
の
不

調
を
訴
え
ら
れ
直
ち
に
南
海
病
院
に
御
入
院
。
奥
様
始
め
皆
様
の
手
厚
い
看
護
も
む
な
し

く
、
つ
い
に
六
月
一
日
八
十
歳
を
一
期
と
し
て
こ
の
世
を
去
ら
れ
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
唐

突
な
こ
と
に
唯
々
、
茫
然
自
失
の
体
で
ご
ざ
い
ま
す
。
誠
に
哀
悼
の
情
に
た
え
ま
せ
ず
痛

恨
ま
た
お
く
と
こ
ろ
を
知
り
ま
せ
ん
。

生
あ
る
者
の
宿
命
と
は
い
え
、
こ
の
様
に
早
い
御
旅
立
を
誰
が
予
想
し
た
で
し
ょ
う
か
、

ど
こ
で
何
が
違
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
末
だ
に
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
和
尚
様
は
大
正
十
五

年
二
月
一
日
先
代
小
原
千
巌
和
尚
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
佐
伯
鶴
城
高
校
を
経
て
、
花

園
大
学
を
御
卒
業
、
昭
和
二
十
九
年
住
職
に
御
就
任
、
昭
和
六
四
年
迄
の
実
に
三
十
数
年

の
長
き
に
亘
り
偉
大
な
業
績
を
残
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
百
年
目
と
い
う
本
堂
修
復
工
事
が
行
な
わ
れ
、
緑
の
山
を
背
に
本
村
文
化
遺
産
と

し
て
の
面
目
を
保
ち
ま
し
た
。
又
、
三
界
万
霊
塔
や
多
く
の
仏
像
を
修
復
設
置
さ
れ
理
想

的
な
墓
地
を
造
成
、
寺
院
と
し
て
の
調
和
を
整
え
ら
れ
る
等
、
美
し
い
環
境
づ
く
り
に
精

進
さ
れ
ま
し
た
。
更
に
長
ら
く
途
絶
え
て
居
り
ま
し
た
大
般
若
会
の
復
活
、
あ
ら
ゆ
る
行

事
の
恒
例
化
に
も
意
を
注
が
れ
る
等
々
、
そ
の
足
跡
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。

慈
愛
に
満
ち
た
優
し
い
和
尚
様
。
人
の
和
を
大
切
に
し
て
来
ら
れ
た
、
ほ
の
ぼ
の
と
し

閑
栖
和
尚
さ
ま
の
津
送
に
あ
た
り
、
養
賢
寺
老
大
師
の
ご
導
師
を
賜
り
、
又
、
親
し

く
し
て
い
た
だ
い
た
四
十
名
を
越
え
る
和
尚
さ
ま
方
の
ご
焼
香
を
頂
き
閑
栖
和
尚
さ
ま

の
お
見
送
り
が
出
来
ま
し
た
こ
と
を
正
定
寺
総
代
を
代
表
し
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

閑
栖
和
尚
さ
ま
の
優
し
さ
に
接
し
て
い
た
檀
信
徒
は
も
と
よ
り
、
六
月
一
日
の
遷
化

は
悲
し
み
と
共
に
我
々
若
い
総
代
に
と
っ
て
は
戸
惑
い
で
あ
り
ま
し
た
が
、
六
月
四
日

の
密
葬
・
七
日
の
津
送
さ
ら
に
七
月
二
十
二
日
の
新
忌
齋
と
延
べ
百
三
十
名
の
和
尚
さ

ま
を
招
い
て
の
法
要
を
無
事
終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

法
類
の
和
尚
さ
ま
の
お
力
添
え
や
菩
提
寺
に
帰
依
す
る
大
勢
の
檀
信
徒
の
お
陰
で
生

前
の
和
尚
さ
ま
の
導
き
に
報
い
る
こ
と
が
出
来
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
は
山
門
不
幸
の
大
事
に
ご
協
力
を
賜
り
、
特
に
「
上
の
地
地
区
」

の
皆
さ
ん
や
世
話
人
さ
ま
・
女
性
部
の
方
々
に
は
農
繁
期
に
も
拘
わ
ら
ず
ご
加
勢
を
頂

き
ま
し
た
。

檀
信
徒
の
お
陰
で
、
や
が
て
五
百
年
を
迎
え
る
古
刹
正
定
寺
の
面
目
を
保
つ
こ
と
が

出
来
た
と
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。

正
定
寺
檀
信
徒
総
代
長
　
柳
井
道
則

た
和
尚
様
。
そ
し
て
あ
な
た
の
残
さ
れ
た
数
々
の
偉
大
な
功
績
は
い
つ
ま
で
も
私
ど
も
の

胸
の
中
に
生
き
続
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

今

は
た
だ
心
か
ら
御
霊
の
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、
御
遺
族
の
皆
様
の
前
途
に
限
り
な

い
御
加
護
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

和
尚
様
長
い
間
御
苦
労
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
和
尚
様
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
。

本
日
は
あ
な
た
の
涙
の
葬
儀
に
連
な
り
感
慨
を
禁
ず
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

友
人
の
一
人
と
し
て
謹
ん
で
弔
辞
を
捧
げ
ま
す
。

平
成
十
八
年
六
月
七
日

佐
伯
市
直
川
大
字
下
直
見前

正
定
寺
総
代
　
　
　

甲
斐
　
照
光
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新 忌 齋

７月２２日午前１１時より養賢寺・黄龍窟老大師のご導師のもと正定寺第２２世

豊嶽和尚の新忌齋が行われました。

一般の四十九日法要にあたる法要に大勢の和尚さまから諷経・焼香を賜り、遷化・

通夜・密葬・津送・新忌齋と約二ヶ月間におよぶ一連の法会を無事に務め終える事

が出来ました。

この間、檀信徒・地区世話人・総代役員・女性部の皆さんには連日ご加勢を賜り

心から感謝申し上げます。

今後は豊嶽和尚の頂相・祖塔の準備にかかりますが法要の把住・放行は法類寺院・

総代の点検を終えた後にご報告申し上げます。

又、すでに正定寺歴代和尚（祖師塔）の墓所整備は終えています。

通夜・密葬・津送・新忌齋と四度の法要に焼香を頂いた和尚さま方と故人との最後のお齋膳

延べ１３０名・新忌齋には４３名の和尚さまを招いて。導師は養賢寺黄龍窟老大師
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平平成成1188年年度度第第33回回花花園園会会青青壮壮年年部部研研修修会会にに参参加加ししてて

去る平成１８年６月２４日（土）〜２５日（日）、京

都の大本山　妙心寺・花園会館で開催された“平成１

８年度第３回花園会青壮年部研修会”に参加してきま

した。研修会は、第一日目（６月２４日（土））花園会

館にて１２時　受付、午後１時に参加者全員で般若心

経を挙げ、次に全国花園会青壮年部長の開会のことば、

妙心寺派管長（花園会総裁）のあいさつがあり、厳かな中、開会されました。続いて、特別講演

「限りなき挑戦」と題して元広島東洋カープ　衣笠祥雄氏の講演が始まった。衣笠氏は、皆さんもご

存知のとおり、プロ野球公式戦 最多出場記録等を持ち、「世界の鉄人」と呼ばれています。講演で

は、誰でもこれをやるんだという目標をもって人一倍真剣に取り組んでやれば、達成できるという

ことを教えられました。次に「無相大師一代記」と題して、一龍齋貞花 師匠の講談がありました。

講談では、平成２１年に遠諱６５０年を迎える妙心寺のご開山さまである無相大師の教えである

『請う其の本
もと

を務めよ』（喜びや悲しみの出どころはいったいどこ？）のメッセージを、６５０年後

の今日、どう受け止め、どう日常生活の中で活かすことができるのか、この混迷の時代だからこそ、

改めて問い直してみようということで、師匠よりお話がありました。最後に、妙心寺の「法堂
はっとう

」で

３０分間の坐禅を無心で行い、第一日目の研修会が終了しました。第二日目の研修会は、午前６時

起床、午前６時３０分から、朝のお勤めを「法堂
はっとう

」で行いました。３０分間の坐禅に始まり、7時30

分から粥座（朝食）を、「微妙殿」で頂きまし

た。ご馳走があるのかと思いましたが、本当

のお粥に漬物少々の食事で、さすがにすぐに

腹が、減りました。次に「無相大師と妙心寺」

のビデオを鑑賞し、引き続き、「無相大師とボ

ランティア活動」と題して、花園会本部長の

一色宏襄氏の講演があり、私共は、「おかげさ

まのこころ」を率先して実践し、「よく教うれ

ばこれに従う」と言われる如く、子供たちの

範となる様に精進しよう ということで、お話

がありました。最後にボランティア活動として托鉢と清掃奉仕があり、私は、清掃奉仕を選択し、

小雨の降る中、街頭に出て、京都太秦映画村までの往復２ｋｍ程の清掃を行い、昼食をし、研修会

のすべての日程を終了しました。このようにして、私は、今回の研修会で、さらに先祖を大事にし、

これから、自らが生きていく上での一つの糧を学び、帰路につきました。檀家の皆さん方も一度は、

本山にお参りしてみては、如何でしょうか。

正定寺花園会会計・事務局　村西栄二




