
晋し
ん

山ざ
ん

式し
き

の
詳
細

し
�
う
さ
い
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《題字・森神紫陽》

分ぶ
ん

衛ね
い

所し
�

法
要
時
間
／
24
日
午
前
８
時

場
所
／
佐
伯
市
直
川
下
直
見

江
河
内

分
衛
と
は
托
鉢
の
こ
と
で

す
。
托
鉢
は
食
を
施
し
て
頂

く
乞
食

こ
つ
じ
き

の
事
で
す
。
禅
の
修

行
に
お
け
る
托
鉢
は
単
に
経

済
的
な
援
助
で
は
な
く
、
精

神
的
な
意
義
と
工
夫
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。

網
代
傘
に
草
鞋
の
姿
で
行あ

ん

脚ぎ
�

す
る
修
行
僧
の
休
息
場
所

を
「
分
衛
所
」
と
言
い
ま
す
。

晋
山
す
る
た
め
に
新
命
和

尚
が
行
脚
し
て
最
初
に
立
ち

寄
り
お
茶
を
頂
く
場
所
で

す
。
こ
の
度
の
分
衛
所
は
甲

斐
照
光
総
代
さ
ん
の
お
宅
を

お
借
り
致
し
ま
す
。

和
尚
さ
ん
が
８
名
そ
の
他

に
総
代
さ
ん
や
役
員
さ
ん
な

ど
が
立
ち
会
い
ま
す
。
お
近

く
の
方
は
是
非
お
参
り
く
だ

さ
い
。

安あ
ん

下げ

所し
�

法
要
時
間
／
24
日
午
前
９
時

場
所
／
佐
伯
市
直
川
赤
木
久

留
須

安
下
所
と
は
新
命
和
尚
の

臨
時
宿
所
で
す
。
身
支
度
を

整
え
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。

「
安あ

ん

下げ

」
と
は
、
行こ

う

李り

を
解

い
て
安
息
す
る
事
を
言
い
ま

す
。
行
李
と
は
柳
行
李

や
な
ぎ
こ
う
り

な
ど

が
一
般
的
で
現
在
の
「
衣
裳

ケ
ー
ス
」
の
事
で
す
。

安
下
所
に
は
檀
信
徒
よ
り

支
度
さ
れ
た
法
衣
・
袈
裟
な

ど
が
用
意
さ
れ
て
、
正
定
寺

か
ら
迎
え
の
使
者
（
法
類
の

和
尚
さ
ん
）が
出
向
き
ま
す
。

こ
の
度
の
安
下
所
は
安
藤
廣

美
総
代
さ
ん
の
お
宅
に
お
願

い
致
し
ま
し
た
。
こ
の
安
下

所
か
ら
晋
山
行
列
が
行
わ
れ

ま
す
。

稚ち

児ご

稚
児
行
列
／
24
日
午
前
９
時

20
分
出
発

（
稚
児
集
合
／
午
前
８
時

40
分
）

場
所
／
安
藤
廣
美
家
前
か
ら

直
川
中
央
公
民
館

稚
児
は
平
安
装
束
の
稚
児

衣
裳
を
着
て
、
男
子
は
烏
帽

子
・
女
子
は
天
冠
を
か
ぶ
り

ま
す
。
額
に
は
「
位
星

く
ら
い
ほ
し」

と
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呼
ば
れ
る
丸
を
黒
で
入
れ
ま

す
。単

な
る
装
飾
で
は
な
く
神

仏
聖
と
し
て
行
列
に
参
加
し

ま
す
。
稚
児
は
「
神
仏
の
子
」

な
の
で
付
き
添
い
の
方
も
神

仏
の
お
伴
と
し
て
参
列
し
ま

す
。
お
世
話
頂
く
方
々
が
礼

服
な
の
は
神
仏
の
お
伴
や
神

仏
に
直
接
か
か
わ
る
役
柄
だ

か
ら
で
す
。

茶さ

礼れ
い

所し
�

法
要
時
間
／
24
日
午
前
10
時

晋
山
行
列
／
24
日
午
前
10
時

40
分
出
発

場
所
／
佐
伯
市
直
川
仁
田
原

上
の
地

茶
礼
と
は
お
茶
を
呑
む
こ

と
で
す
。
湯
飲
み
茶
碗
に
少

し
の
お
茶
を
注
ぎ
一
同
介
し

て
一
斉
に
頂
き
ま
す
。

茶
礼
所
は
行
列
の
途
中
で

休
憩
を
し
て
お
茶
を
頂
く
所

で
す
。
こ
の
度
は
小
野
道
夫

家
の
お
宅
に
お
願
い
を
致
し

ま
し
た
。

こ
の
場
所
か
ら
い
よ
い
よ

正
定
寺
山
門
に
向
か
っ
て
晋

山
行
列
が
再
び
行
わ
れ
ま
す
。

30
年
前
は
こ
の
小
野
家
が

安
下
所
と
な
り
稚
児
行
列
を

行
い
ま
し
た
が
、
交
通
事
情

な
ど
か
ら
新
命
・
役
付
の
和

尚
さ
ん
そ
れ
に
役
員
さ
ん
な

ど
20
名
程
の
行
列
で
正
式
な

参
道
で
あ
る
１
６
４
段
の
石

段
を
上
り
山
門
を
目
指
し
ま

す
。
お
近
く
の
方
は
是
非
お

参
り
く
だ
さ
い
。

稚
児
行
列

ち
ご
ぎ
�
う
れ
つ

は
「
安
下
所

あ
ん
げ
し
�

」

と
呼
ば
れ
る
所
か
ら
出
発
し

ま
す
。

稚
児
は
11
月
24
日
午
前
８

時
40
分
に
集
合
致
し
ま
す
。

駐
車
場
に
は
そ
れ
ぞ
れ
誘

導
員
が
待
機
し
て
い
ま
す
の

で
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

新
命
和
尚
さ
ん
と
随
喜
の

和
尚
さ
ん
や
役
員
さ
ん
や
お

稚
児
さ
ん
な
ど
総
勢
１
５
０

人
ほ
ど
の
行
列
に
な
り
ま
す
。

お
稚
児
さ
ん
の
参
加
者
は

０
才
か
ら
13
才
ま
で
56
名
が

平
安
時
代
の
稚
児
衣
裳
に
身

を
つ
つ
ん
で
新
し
い
和
尚
さ

ん
の
お
祝
い
に
華
を
添
え
ま

す
。万

延
元
年
に
造
ら
れ
た

「
権
門
道
中
駕
籠

け
ん
も
ん
ど
う
ち
�
う
か
ご

」
も
84
年

ぶ
り
に
門
外
に
出
て
行
列
に

並
び
ま
す
。

先
頭
は
羽
織
袴

は
お
り
は
か
ま

や
裃
姿

か
み
し
も
す
が
たで

行
列
を
寶
林
山

ほ
う
り
ん
ざ
ん

へ
と
導
き
ま

す
。
山
に
晋す

す
むの

で
「
晋
山
式
」

と
言
い
ま
す
。

正
定
寺
の
山
号
は
寶
林
山

ほ
う
り
ん
ざ
ん

と
言
い
ま
す
。

１
　
増
尾
有
花
ち
�
ん

２
　
増
尾
綾
香
ち
�
ん

３
　
久
保
田
楓
子
ち
�
ん

４
　
久
保
田
恭
平
く
ん

５
　
山
口
桔
平
く
ん

６
　
山
口
愛
莉
ち
�
ん

７
　
簀
戸
美
咲
ち
�
ん

８
　
簀
戸
拓
海
く
ん

９
　
森
下
春
翔
く
ん

10

森
下
小
夏
ち
�
ん

11

勝
　
心
ち
�
ん

12

勝
　
栄
心
く
ん

13

山
本
真
士
く
ん

14

山
本
隼
士
く
ん

15

盛
田
葉
瑠
ち
�
ん

16

盛
田
凜
ち
�
ん

17

林
　
星
輝
く
ん

18

林
　
来
夢
ち
�
ん

19

宮
野
祐
作
く
ん

20

宮
野
理
子
ち
�
ん

21

小
野
丈
太
郎
く
ん

22

小
野
美
々
花
ち
�
ん

23

染
矢
虹
歩
ち
�
ん

24

染
矢
萌
栞
ち
�
ん

25

染
矢
快
吏
く
ん

26

佐
倉
瞬
華
ち
�
ん

27

佐
倉
聖
愛
ち
�
ん

28

小
野
由
貴
く
ん

29

小
野
史
貴
く
ん

30

阿
部
瞭
太
郎
く
ん

31

阿
部
遙
馬
く
ん

32

尾
形
聡
真
く
ん

33

尾
形
魁
斗
く
ん

34

渡
邊
蒼
空
く
ん

35

小
野
匠
大
く
ん

36

井
上
琴
音
ち
�
ん

37

川
内
桜
諒
く
ん

38

宇
都
宮
有
咲
ち
�
ん

39

甲
斐
陽
向
ち
�
ん

40

竹
島
希
ち
�
ん

41

戸
高
夏
穂
ち
�
ん

42

高
橋
颯
太
く
ん

43

戸
高
綾
乃
ち
�
ん

44

小
野
夏
希
ち
�
ん

45

下
川
あ
お
い
ち
�
ん

46

伊
東
羽
流
く
ん

47

佐
伯
拓
海
く
ん

48

甲
斐
柚
羽
ち
�
ん

49

本
　
琥
太
朗
く
ん

50

甲
斐
栄
光
く
ん

51

川
野
奨
太
く
ん

52

小
野
正
晴
く
ん

53

戸
高
颯
斗
く
ん

54

高
辻
柑
奈
ち
�
ん

55

佐
藤
京
香
ち
�
ん

56

染
矢
柚
奈
ち
�
ん

稚
児
行
列



正定寺 検索

❸
臨済宗（禅宗）妙心寺派　正　定　寺　寺　報 ほうりんしょうじゃ

Ｑ
１
　
晋
山
式
は
い
つ
で
す

か
？

Ａ

11
月
24
日
（
土
）
で
す
。

Ｑ
２
　
行
事
は
何
時
か
ら
で

す
か
？

Ａ
　
午
前
11
時
か
ら
正
定
寺

の
山
門
と
本
堂
で
行
わ
れ

ま
す
。

Ｑ
３
　
駐
車
場
は
ど
こ
で
す

か
？

Ａ
　
仁
田
原
公
民
館
で
す
。

大
般
若
と
同
じ
よ
う
に
タ

ク
シ
ー
に
乗
り
換
え
て
く

だ
さ
い
。

Ｑ
４
　
稚
児
行
列
を
見
る
の

は
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す

か
？

Ａ
　
午
前
９
時
20
分
か
ら
久

留
須
町
内
で
見
ら
れ
ま

す
。

Ｑ
５
　
稚
児
行
列
を
見
る
駐

車
場
は
ど
こ
で
す
か
？

Ａ
　
中
央
公
民
館
や
久
留
須

周
辺
に
４
ヶ
所
あ
り
ま

す
。
誘
導
員
の
指
示
に
従

っ
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
６
　
出
席
の
ハ
ガ
キ
を
出

し
ま
し
た
。
ど
う
す
れ
ば

い
い
で
す
か
？

Ａ
　
午
前
９
時
か
ら
10
時
30

ま
で
に
本
堂
前
の
受
付
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
７
　
お
つ
つ
み
を
し
た
い

の
で
す
が
ど
ん
な
封
筒
で

す
か
？

Ａ
　
お
祝
い
で
す
か
ら
封
筒

は
紅
白
か
金
銀
の
祝
儀
袋

で
す
。

Ｑ
８
　
祝
儀
袋
に
は
な
ん
て

書
く
の
で
す
か
？

Ａ
　
「
お
祝
い
」
と
か
「
御

祝
儀
」
と
書
い
て
く
だ
さ

い
。
お
名
前
は
フ
ル
ネ
ー

ム
で
か
い
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
９
　
一
律
の
寄
付
を
し
て

い
る
の
で
す
が
、
お
つ
つ

み
は
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
　
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
す

よ
。
手
ぶ
ら
で
ど
う
ぞ
。

ご
案
内
状
の
よ
う
に
、
帰

り
に
は
ハ
コ
膳
（
お
昼
弁

当
）
を
お
持
ち
帰
り
く
だ

さ
い
。
参
拝
者
の
人
数
分

を
用
意
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
10

法
要
は
ど
こ
で
見
る

の
で
す
か
？

Ａ
　
本
堂
に
も
上
が
れ
ま
す

が
外
か
ら
椅
子
に
座
っ
て

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｑ
11

雨
が
降
っ
た
ら
ど
う

な
り
ま
す
か
？

Ａ
　
晋
山
式
の
法
要
は
有
り

ま
す
。

Ｑ
12

役
員
で
は
な
い
の
で

す
が
行
列
と
一
緒
に
歩
く

こ
と
が
で
き
ま
す
か
？

Ａ
　
お
稚
児
さ
ん
の
後
に
続

い
て
行
列
で
き
ま
す
。

Ｑ
13

甲
斐
照
光
さ
ん
の
所

も
見
学
で
き
ま
す
か
？

Ａ
　
で
き
ま
す
。
駐
車
場
は

江
河
内
の
集
会
所
に
停
め

て
下
さ
い
。

Ｑ
14

小
野
道
夫
さ
ん
の
所

も
見
学
で
き
ま
す
か
？

Ａ
　
で
き
ま
す
。
駐
車
場
は

上
の
地
の
旧
道
に
停
め
て

く
だ
さ
い
。

Ｑ
15

法
要
は
何
時
間
ぐ
ら

い
で
終
わ
り
ま
す
か
？

Ａ
　
１
時
間
10
分
の
予
定
で

す
。
正
午
過
ぎ
に
は
終
わ

る
予
定
で
す
。

Ｑ
16

帰
る
時
は
ど
う
す
れ

ば
い
い
で
す
か
？

Ａ
　
「
観
音
堂
」
で
ハ
コ
膳

（
祝
儀
弁
当
）
を
も
ら
っ

て
帰
り
ま
す
。

Ｑ
17

出
席
に
し
て
い
ま
す

が
当
日
い
け
な
い
場
合
は

お
弁
当
は
ど
う
な
り
ま
す

か
？

Ａ
　
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が

送
り
膳
は
致
し
ま
せ
ん
。

Ｑ
18

記
念
品
は
当
日
参
拝

し
な
い
と
も
ら
え
な
い
の

で
す
か
？

Ａ
　
全
檀
信
徒
に
晋
山
式
の

記
念
品
が
あ
り
ま
す
。
後

日
、
世
話
人
さ
ま
が
お
配

り
致
し
ま
す
。
当
時
の
お

接
待
は
み
な
さ
ま
か
ら
の

寄
付
金
の
中
か
ら
で
は
な

く
て
お
寺
か
ら
の
お
礼
で

す
。

Ｑ
19

ハ
ガ
キ
を
出
し
た
か

ど
う
か
忘
れ
ま
し
た
。
確

認
を
す
る
に
は
ど
う
し
た

ら
い
い
で
す
か
？

Ａ
　
地
区
世
話
人
さ
ん
が
再

確
認
を
致
し
ま
す
。
参
加

で
き
な
く
な
っ
た
ら
必
ず

取
り
消
し
を
伝
え
て
く
だ

さ
い
。

他
に
分
か
ら
な
い
事
は
正

定
寺
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

晋
山
式
の
Ｑ
＆
Ａ
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権け
ん

門も
ん

駕か

籠ご

こ
の
権
門
駕
籠
は
江
戸
期

に
造
ら
れ
た
も
の
で
、
鶴
谷

城
（
藩
主
毛
利
公
）
へ
の
登

城
や
寺
院
の
行
事
、
ま
た
篤

志
檀
家
の
葬
儀
な
ど
に
使
用

さ
れ
た
道
中
駕
籠
で
す
。

両
側
面
に
は
正
定
寺
の
定

紋
で
あ
る
「
鞠
鋏
み
に
左
り

三
つ
巴
」
と
「
五
三
の
桐
」

の
表
紋
の
二
つ
の
紋
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

定
紋
は
駕
籠
が
正
定
寺
住

職
の
お
駕
籠
で
在
る
と
人
目

で
特
定
出
来
る
よ
う
に
造
ら

れ
た
貴
重
な
も
の
で
、
当
時

の
正
定
寺
と
寺
院
の
寺
格
を

示
す
上
で
貴
重
な
文
化
財
で

す
。こ

の
駕
籠
を
最
後
に
使
用

し
た
の
は
、
昭
和
４
年
７
月

（
83
年
前
）
の
林
宇
三
郎
氏

の
葬
儀
で
當
山
第
21
世
千
厳

和
尚
が
道
中
に
使
用
し
た

の
が
最
後
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
以
前
に
も
篤
志
者

の
葬
儀
へ
出
向
い
た
話
も
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

駕
籠
で
出
向
く
葬
儀
を

「
お
駕
籠
招
待
」
と
か
「
お

駕
籠
あ
つ
ら
え
」
な
ど
と
言

っ
て
昔
の
人
は
『
う
ち
の
先

祖
は
駕
籠
招
待
を
し
た
』

と
か
『
先
祖
が
駕
籠
を
あ
つ

ら
え
た
』
な
ど
と
信
仰
心
の

篤
さ
を
誇
ら
し
げ
に
語
っ
て

い
ま
し
た
。

現
存
す
る
最
古
の
寄
附
帳

で
あ
る
第
13
世
透
隣
和
尚
が

記
し
た
宝
暦
11
年
（
１
７
６

１
）
祠
堂
日
誌
の
中
に
、

「
地
蔵
菩
薩
像
」
を
寄
進
し

た
佐
藤
与
三
兵
衛
を
初
め
、

小
屋
敷
茶
畑
を
寄
進
し
た
小

野
六
右
衛
門
な
ど
現
在
の
正

定
寺
宝
物
や
什
物
な
ど
が
細

か
く
記
さ
れ
て
い
る
書
物
が

あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
文
化
・
嘉
永
・

明
治
時
代
の
各
歴
代
和
尚
が

残
し
た
寄
附
帳
に
も
、
駕
籠

の
由
来
を
知
り
得
る
記
載
が

あ
り
ま
せ
ん
。

駕
籠
の
正
面
に
あ
る
菊
の

ご
紋
の
裏
板
か
ら
「
万
延
元

年
七
月
云
々
（
１
８
６
０
）」

（
１
５
２
年
前
）
と
記
さ
れ

た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
年
に
造
ら
れ
た
の
か
、
或

い
は
修
理
さ
れ
た
の
か
は
判

り
ま
せ
ん
。

十
六
弁
の
菊
紋
は
、
正
定

寺
で
は
大
般
若
理
趣
分
経
に

も
同
じ
く
施
さ
れ
て
い
ま

す
。

【
駕
籠
の
外
装
仕
様
】

一
、
本
体
黒
漆
塗
り
、
蝶
番

金
具
銅
・
真
鍮
仕
上
げ

二
、
菊
の
御
紋
（
前
後
十
六

弁
・
周
囲
六
十
四
弁
）

三
、
天
井
跳
ね
上
げ
絡
繰
り

片
開
き

四
、
扉
左
右
両
面
引
き
戸
開

き

五
、
簾
（
す
だ
れ
）
正
面
左

右
三
方
巻
上
開
き

六
、
轅
（
な
が
え
）
吊
り
金

具
天
板
に
二
カ
所

【
駕
籠
の
内
装
仕
様
】

一
、
座
席
（
畳
半
帖
一
名
乗

り
）

二
、
窓
（
正
面
上
・
両
横
左

右
障
子
開
き
二
筋
）

三
、
座
布
（
左
右
肘
掛
け
・

背
部
あ
て
）

四
、
前
机
（
跳
ね
上
げ
式
・

損
壊
）

【
駕
籠
の
寸
法
仕
様
】

一
、
轅
（
な
が
え
・
担
ぎ
棒
）

全
長
４
２
４．

２
セ

ン
チ
（
14
尺
）

二
、
駕
籠
（
か
ご
）
全
長

１
２
０
・
０
セ
ン
チ

（
３
尺
９
寸
６
分
）
全

幅
７
３
・
８
セ
ン
チ

（
２
尺
４
寸
４
分
）
全

高
屋
根
部
ま
で
88
・
０

セ
ン
チ
（
２
尺
９
寸
）

全
高
轅
部
ま
で
１
０

２
・
５
セ
ン
チ
（
３
尺

３
寸
８
分
）

三
、
人
力
担
ぎ
手
　
前
後
２

名
（
計
４
人
仕
様
）

本
堂
の
天
井
に
約
80
年
間

保
存
さ
れ
て
い
ま
し
た
駕
籠

も
老
朽
化
し
た
の
で
、
檀
信

徒
の
発
願
と
篤
志
者
の
ご
信

援
で
平
成
20
年
秋
に
修
理

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
普
段
は

本
堂
の
天
井
に
つ
ら
れ
て
い

ま
す
。

普
段
は
本
堂
の
天
井
に

下
が
っ
て
い
ま
す



正定寺 検索

❺
臨済宗（禅宗）妙心寺派　正　定　寺　寺　報 ほうりんしょうじゃ

会場は満席でした

平
成
24
年
９
月
12
日
（
水
）
別
府
亀
の
井

ホ
テ
ル
で
大
分
万
寿
寺
僧
堂
の
佐
々
木
道
一

老
大
師
を
総
裁
代
理
に
又
、
花
園
会
本
部
長

の
林
　
学
道
師
を
講
師
に
迎
え
「
第
31
回
九

州
東
教
区
花
園
地
方
研
修
大
会
」
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

正
定
寺
か
ら
は
女
性
部
役
員
が
出
席
致
し

ま
し
た
。

午
前
10
時
40
分
か
ら
基
調
講
演
、
お
昼
か

第
31
回
九
州
東
教
区
花
園
地
方
研
修
大
会

20
年
以
上
続
く
直
川
苑
（
老
人
施
設
）
へ

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
。
女
性
部
会
員
の
み

な
さ
ま
か
ら
集
め
ら
れ
た
タ
オ
ル
が
役
員
か

ら
贈
ら
れ
ま
し
た
。

入
苑
者
を
代
表
し
て
廣
瀬
宏
子
さ
ん
と
河

野
シ
メ
さ
ん
が
受
け
取
ら
れ
ま
し
た
。

花
園
女
性
部
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

ら
は
研
修
体
験
報
告
な
ど
が
行
わ
れ
午
後
３

時
に
散
会
と
な
り
ま
し
た
。

参加した大竹琴美部長・戸高松栄副部長・安藤いつ子副部長
広瀬芳子事務局と新命和尚・ご寺庭



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
❻

平
成
24
年
９
月
21
日
（
金
）
午
前
11
時
よ
り
秋
季
彼
岸
法
要
・
山
門
大
施
餓
鬼
会
が
90
名
余

り
の
参
拝
者
と
と
も
に
５
７
３
霊
の
水
塔
婆
供
養
が
五
色
の
幡
が
舞
う
本
堂
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

近
隣
の
11
名
の
和
尚
さ
ん
に
よ
る
施
餓
鬼
声
明
の
中
、
１
時
間
10
分
の
法
要
が
無
事
に
終
わ

り
ま
し
た
。 平

成
24
年
秋
季
彼
岸
法
要

参拝者

水向けする導師焼香する檀信徒



正定寺 検索

❼
臨済宗（禅宗）妙心寺派　正　定　寺　寺　報 ほうりんしょうじゃ

五百霊の戒名を唱える

観音堂でお接待

焼香する檀信徒



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
❽

お
盆
は
各
地
域
で
施
餓
鬼
棚
を
あ
つ
ら
え

て
座
番
を
持
ち
回
り
し
て
地
域
ぐ
る
み
で
施

餓
鬼
法
要
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

私
が
京
都
か
ら
戻
っ
た
昭
和
57
年
頃
は

「
江
河
内
・
神
内
・
向
船
場
・
久
留
須
・
堂

師
・
間
庭
」
な
ど
い
く
つ
か
の
地
域
で
「
地

区
施
餓
鬼
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平

成
10
年
頃
「
地
区
施
餓
鬼
」
を
取
り
や
め
て

現
在
の
「
秋
彼
岸
山
門
施
餓
鬼
会
」
を
全
檀

信
徒
を
対
象
に
し
て
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。 昔

の
盂
蘭
盆
地
区
施
餓
鬼

戒
名
が
書
か
れ
た
水
卒
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
。

よ
く
見
か
け
る
年
回
・
年
忌
で
使
わ
れ
る

卒
塔
婆
と
は
ち
が
い
、
別
名
「
経
木
卒
塔
婆
」

と
言
わ
れ
教
典
（
お
経
）
を
書
い
て
い
た
も

の
で
す
。

そ
の
後
、
施
餓
鬼
法
要
で
使
用
さ
れ
、
戒

名
を
記
し
て
先
祖
の
供
養
を
行
う
塔
婆
と
な

り
ま
し
た
。

お
盆
と
同
じ
先
祖
供
養
が
な
さ
れ
る
お
彼

岸
の
時
季
に
正
定
寺
で
は
「
山
門
大
施
餓
鬼

法
要
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
水
卒
塔
婆
は
小
幣
（
五
色
の
幡
）
と

共
に
現
在
は
墓
前
に
お
供
え
致
し
ま
す
。

小
幣
は
ご
先
祖
を
救
っ
て
く
だ
さ
る
二
十

五
菩
薩
を
型
取
っ
た
も
の
で
す
。

水
卒
塔
婆
は
墓
前
に
お
供
え
し
て
お
参
り

す
る
た
び
に
水
を
掛
け
供
養
し
ま
す
。

水
の
事
を
「
閼
伽
」
と
呼
び
中
国
で
は

「
供
養
」
を
意
味
し
ま
す
。

「
施
餓
鬼
法
要
」
の
事
を
「
甘
露
法

要
」
・
「
閼
伽
法
要
」
・
「
水
陸
法
要
」
等

と
呼
び
、
こ
こ
か
ら
お
墓
参
り
に
撒
く
も
の

を
「
水
の
華
（
小
豆
・
米
・
野
菜
）」
と
言
い
、

お
墓
に
供
え
る
水
を
「
あ
か
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

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
。

水
卒
塔
婆
や
小
幣

細かに記されています

地域に残っている
施餓鬼帳面


