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～
お
彼
岸
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
～

一
、
秋
の
お
彼
岸
の
法
要
は
９
月

日
（
秋
分
の
日
）
午
後
２
時

23

か
ら
厳
修
致
し
ま
す
。
ご
家
族
揃
っ
て
ご
参
列
く
だ
さ
い
。

一
、
卒
塔
婆
は
、
同
封
の
申
込
用
紙
に
ご
記
入
の
う
え
、
専
用
の

返
信
封
筒
に
て
ご
返
信
頂
く
か
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。
９
月

日
締
切
で
す
。

18

一
、
墓
参
用
の
お
花
は
、
お
彼
岸
の
期
間
（
９
月

日
～

日
）

20

26

に
用
意
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
（
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
）

一
、
法
要
中
は
、「
方
便
品
」「
如
来
寿
量
品
」
の
お
経
を
お
読
し
、

ほ
う
べ
ん
ぽ
ん

に
よ

ら
い

じ
ゆ

り
よ
う

ほ
ん

お
題
目
を
お
唱
え
致
し
ま
す
。
お
経
本
も
用
意
し
て
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
ご
一
緒
に
お
唱
え
く
だ
さ
い
。

一
、
別
冊
「
ぶ
っ
き
ょ
う
ス
ク
ー
ル
」
を
同
封
致
し
ま
す
の
で
、

ご
参
考
く
だ
さ
い
。

一
、
当
日
は
、
護
持
費
受
付
を
設
け
て
お
り
ま
す
。
未
納
の
方
は

納
入
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

一
、
車
椅
子
で
ご
来
寺
の
方
は
ご
一
報
く
だ
さ
い
。
専
用
の
駐
車

場
、
本
堂
内
で
は
専
用
の
場
所
を
ご
準
備
致
し
ま
す
。

※

駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
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月
１
日
（
日
）

午
後
３
時
か
ら
の
浄
心

10道
場
は
、
曹
洞
宗
の
僧
侶

藤
井
隆
英

僧
正

ふ
じ

い

り
ゆ
う

え
い

を
お
招
き
し
、
坐
禅
修
行
を
行
い
ま
す
。

ス
ト
レ
ス
社
会
の
な
か
で
、
心
を
整
え
る

坐
禅
修
行
が
今
、
見
直
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ど
な
た
で
も
ご
参
加
頂
け
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
タ
イ
ト
ル

禅
に
学
ぶ
、
人
生
の
日
々
を
安
ら
か
に
過
ご
す
智
慧

■
内

容

禅
の
本
質
は
「
安
楽
の
法
門
」
で
す
。
安
楽
と
は
「
苦
し
み
や
悩
み
が

な
く
、
身
心
と
も
に
心
地
よ
く
く
つ
ろ
い
で
い
る
理
想
の
安
ら
か
さ
」
と

説
か
れ
て
い
ま
す
。
禅
が
伝
え
る
安
楽
を
導
く
方
法
、
そ
れ
が
坐
禅
や
作

法
で
す
。
心
地
よ
い
禅
の
作
法
に
委
ね
な
が
ら
、
人
生
の
日
々
を
安
ら
か

に
過
ご
す
た
め
の
智
慧
を
学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

■
講
師
先
生
の
ご
紹
介

曹
洞
宗
の
僧
侶

藤
井
隆
英

僧
正
は
、
禅
の
身
体
・
哲
学
・
社
会
活

動
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
通
じ
、
年
間
４
０
０
件
以
上
の
法
要
、
法
話

や
禅
体
験
研
修
の
指
導
等
を
行
う
座
禅
・
瞑
想
の
指
導
者
で
す
。
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月

日
（
水
）
午
後
５
時
よ
り

10

11

宗
祖
御
入
滅
報
恩
会
式
は
、
通
称
「
お
会
式
」

し
ゆ
う

そ

ご

に
ゆ
う

め
つ

ほ
う

お
ん

え

し
き

え

し
き

と
呼
ば
れ
、
弘
安
５
年

月

日
に
御
入
滅
（
ご

10

13

逝
去
）
さ
れ
ま
し
た
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
、
そ
し
て

妙
法
寺
を
開
山
さ
れ
た
日
昭
聖
人
の
遺
徳
を
讃

え
る
法
会
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
年
に
一
度
の

〝
妙
法
寺
感
謝
祭
〟
と
位
置
づ
け
、
参
拝
の
皆
様

に
は
楽
し
ん
で
頂
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

檀
信
徒
の
み
な
ら
ず
、
家
族
、
親
戚
、
友
人
、

ご
近
所
の
方
な
ど
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
た
く

さ
ん
の
方
々
の
ご
来
寺
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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○
午
後

時
～

御
会
式
法
要

5

宗
祖
日
蓮
大
聖
人

御
入
滅
第
七
三
六
遠
忌
、
開
山
日
昭
聖
人

御
入
滅
第
六
九
五
遠
忌
を
営
み
ま
す
。

○
午
後
６
時

分
～

郷
み
ん
，ｓ

民
謡
コ
ン
サ
ー
ト

30

毎
年
大
変
ご
好
評
を
頂
い
て
お
り
ま
す
「
郷
み
ん
，
Ｓ
」
の
皆

き
よ
う

様
が
「
津
軽
三
味
線
・
民
謡
・
踊
り
」
を
お
届
け
し
ま
す
。

民
謡
界
の
若
手
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
が
本
年
も
や
っ
て
来
ま
す
。

○
午
後
７
時

分
～

落
語
家

露
の
団
姫

30

太
神
楽
曲
芸
師

豊
来
家
大
治
朗

落
語
家
で
も
あ
る
と
共
に
、
天
台
宗
の
尼
僧
さ
ん
で
も
あ
る
「
露

の
団
姫
」
さ
ん
が
、
夫
の
曲
芸
師
「
豊
来
家
大
治
朗
」
さ
ん
と
共

に
ご
登
場
さ
れ
ま
す
。

○
余
興
終
了
後
～

妙
法
寺
万
燈
講
参
拝

余
興
終
了
後
に
は
、
境
内
に
て
妙
法
寺
万
燈
講
に
よ
る
纏
万
燈

ま
と
い
ま

ん

ど

う

が
奉
納
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ま
も
是
非
一
緒
に
楽
し
ん
で
く
だ
さ

い
。

詳
細
は
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
参
考
く
だ
さ
い

妙
法
寺
万
燈
講
で
は
、
毎
年

月

日
、
日
蓮
大
聖
人
の
お
逮

10

12

夜
の
日
に
、
御
入
滅
の
聖
地
、
池
上
本
門
寺
に
万
燈
を
奉
納
致
し

て
お
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
栄
え
た
参
詣
方
法
を
今
に
伝
え
、
纏
を
振
り
、
太

ま
と
い

鼓
や
鐘
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
奏
で
、
数
十
万
人
の
参
拝
者
の
ま
ん
中

を
通
っ
て
、
楽
し
く
参
拝
致
し
ま
す
。
お
囃
子
太
鼓
は
、
練
習
会

に
数
度
ご
参
加
頂
け
れ
ば
習
得
で
き
ま
す
。
ま
た
半
被
は
妙
法
寺

で
準
備
致
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
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お
葬
儀
を
考
え
る

本
当
に
良
い
お
葬
儀
の
形
と
は

～

昨
年
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と

伯
父
の
逝
去

～

昨
年
行
い
ま
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
中
で
、
葬
儀
に
対
す
る
質
問
や

不
安
の
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
主
な
内
容
と
し
て
は
、

〝
自
分
の
葬
儀
は
妙
法
寺
の
本
堂
で
行
い
た
い
！
〟

〝
お
寺
で
家
族
葬
は
で
き
ま
す
か
？
〟

〝
葬
儀
は
高
額
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
経
済
的
に
厳
し
い
な
か
で
、

も
し
も
の
時
に
葬
儀
を
行
え
る
の
か
不
安
だ
〟

と
、
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

私
自
身
（
住
職
）
も
エ
イ
ジ
ン
グ
ノ
ー
ト
（
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
）

を
執
筆
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
全
国
の
研
修
会
や
セ
ミ
ナ
ー
の
講
師
と

し
て
招
か
れ
、
お
話
を
さ
せ
て
頂
く
た
び
、
葬
儀
に
対
す
る
不
安
を
多
く

耳
に
致
し
ま
す
。
皆
様
も
歳
を
重
ね
、
近
親
者
の
葬
儀
に
参
列
す
る
機
会

が
増
え
る
に
つ
れ
、
自
分
の
葬
儀
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

先
日
、
小
さ
い
頃
か
ら
面
倒
を
み
て
く
れ
た
私
の
伯
父
（
先
代
住
職
の

兄
）
が
逝
去
致
し
ま
し
た
。
伯
父
は
、
独
り
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
晩

年
は
私
達
家
族
が
見
守
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
年
の
４
月
下
旬
に
浄
土

へ
と
旅
立
ち
ま
し
た
。
私
が
喪
主
と
共
に
葬
儀
の
導
師
を
勤
め
さ
せ
て
頂

い
た
機
会
に
、
改
め
て
現
代
の
葬
儀
事
情
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
き
っ
か

け
と
な
り
ま
し
た
。

～

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
検
索
す
る
と
…

～

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
葬
儀
に
つ
い
て
検
索
す
る
と
、
安
価
な
葬
儀
プ
ラ

ン
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
金
額
ば
か
り
が
目
立
つ
広
告
を
見
て
思
う
こ
と
は
、

葬
儀
で
一
番
重
要
視
さ
れ
る
の
は
価
格
で
し
ょ
う
か
。
僧
侶
と
し
て
、
今

ま
で
に
た
く
さ
ん
の
葬
儀
を
経
験
す
る
中
で
、
安
く
済
ん
だ
お
葬
式
が
、

良
い
お
葬
式
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
に
は
丁
寧
さ
や

親
切
心
、
プ
ロ
意
識
に
欠
け
た
葬
儀
社
さ
ん
や
、
最
終
的
に
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
掲
載
さ
れ
た
金
額
の
倍
以
上
の
金
額
を
請
求
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
し
た
。
人
生
最
後
の
か
け
が
え
の
な
い
儀
式
で
、
遺
族
や
参
列
者

が
嫌
な
思
い
、
後
悔
さ
れ
て
い
る
姿
を
見
る
と
、
本
当
に
悲
し
い
思
い
が

致
し
ま
す
。

～

良
い
お
葬
儀
と
は

～

で
は
、
ど
ん
な
葬
儀
が
良
い
葬
儀
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
葬
儀
の

住職が作成したエンディングノ

ート。ご希望の檀家さん・信徒

さんには差し上げております。

お声掛けください。
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大
き
さ
や
豪
華
さ
で
は
な
く
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
「
残
さ
れ
た
遺
族

が
心
穏
や
か
に
弔
う
こ
と
が
で
き
る
葬
儀
」
、
「
悲
し
み
の
な
か
に
も
温
か

さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
葬
儀
」
、
「
遺
族
の
後
悔
の
無
い
葬
儀
」
で
あ

る
と
感
じ
ま
す
。
〝
お
金
が
な
い
か
ら
、
誠
実
に
対
応
し
て
く
れ
る
か
わ

か
ら
な
い
け
れ
ど
安
か
っ
た
か
ら
ネ
ッ
ト
で
…
〟
と
、
判
断
基
準
の
全
て

が
、
お
金
で
あ
る
と
い
う
の
は
大
事
な
人
の
最
期
の
場
と
し
て
寂
し
く
感

じ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
現
実
問
題
と
し
て
経
済
的
な
問
題
は

大
き
く
、
気
持
ち
は
あ
る
け
れ
ど
難
し
い
と
い
う
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

～

妙
法
寺
が
考
え
る
良
い
葬
儀
を
形
に

～

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
私
が
経
験
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
故
人
へ

の
尊
厳
、
ご
遺
族
の
想
い
を
大
事
に
し
た
葬
儀
を
経
済
的
に
負
担
が
少
な

く
出
来
な
い
も
の
か
と
考
え
ま
し
た
。

そ
こ
で
横
浜
市
磯
子
区
に
本
社
が
あ
る
「
横
浜
セ
レ
モ
株
式
会
社
」
様

に
ご
協
力
頂
き
、
妙
法
寺
の
特
別
プ
ラ
ン
を
作
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の

プ
ラ
ン
の
な
か
で
大
事
に
し
た
項
目
は
、
「
湯
灌
（
ゆ
か
ん
）
」
と
い
う
も

の
で
す
。
「
湯
灌
」
と
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
体
や
髪
を
洗
い
清
め
、

化
粧
を
施
し
、
旅
立
ち
の
身
支
度
を
整
え
、
来
世
に
導
か
れ
る
た
め
に
現

世
の
汚
れ
を
洗
い
清
め
る
儀
式
で
す
。
こ
れ
は
費
用
も
か
か
る
こ
と
か
ら
、

費
用
を
抑
え
た
葬
儀
で
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
生
涯

を
閉
じ
ら
れ
た
故
人
に
は
、
生
死
の
苦
し
み
を
洗
い
流
し
、
心
身
共
に
清

ら
か
に
な
っ
て
、
穏
や
か
に
旅
立
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
湯

灌
の
儀
式
に
よ
っ
て
、
ご
遺
族
が
故
人
の
死
を
受
け
入
れ
る
手
助
け
に
も

な
る
の
で
す
。

家族葬・親族葬が中心に行われる客殿。

そのまま通夜振る舞いも行えます。

本堂での葬儀は、斎場には無い厳かな雰囲気

であると共に、多くの人数がご参列頂けます。
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～

妙
法
寺
の
で
葬
儀

～

妙
法
寺
で
は
、
本
堂
や
客
殿
を
葬
儀
式
場
と
し
て
ご
利
用
頂
け
ま
す
。

客
殿
を
利
用
し
た
少
人
数
の
家
族
葬
・
親
族
葬
か
ら
、
本
堂
を
利
用
し
た

大
き
な
葬
儀
ま
で
、
幅
広
く
お
使
い
頂
け
ま
す
。
菩
提
寺
で
あ
る
妙
法
寺

の
御
本
尊
の
前
で
葬
儀
を
行
い
、
浄
土
へ
と
送
る
こ
と
が
、
ど
こ
の
斎
場

よ
り
も
意
義
の
深
い
葬
儀
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

～

妙
法
寺
プ
ラ
ン
と
は

～

妙
法
寺
プ
ラ
ン
と
は
「
横
浜
セ
レ
モ
」
様
に
お
願
い
し
た
特
別
な
プ
ラ

ン
で
す
。
先
程
お
話
し
を
し
ま
し
た
「
湯
灌
」
も
含
め
、
葬
儀
で
必
要
と

な
る
一
式
を

万
円
（
税
別
）
程
で
施
行
し
て
頂
け
ま
す
。
「
お
通
夜
振

60

る
舞
い
・
精
進
落
と
し
」
等
の
お
料
理
の
代
金
、
「
お
布
施
」
は
含
ま
れ

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
明
瞭
で
良
心
的
な
金
額
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

も
し
も
の
時
に
備
え
ご
参
考
頂
き
、
妙
法
寺
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

（右） 社長の森さん

（左）担当者の岩澤さん

社長の森さんは、妙法寺の古くからの

檀家さんであることから、プランづく

りや今回の祭壇のサンプルづくりに大

変なるご尽力を頂きました。

お
知
ら
せ

前
号
の
夏
号
に
て
、

月

日
の
御
会
式
法
要
に
境
内
に
お
飾
り
し
ま

10

11

す
、
提
灯
の
奉
納
を
募
集
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
方
々
よ
り
御
奉
納

を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

月

日
の
御
会
式
当
日
に
は
、
た
く
さ
ん
の
提
灯
で
境
内
を
照
ら
し

10

11

て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
新
装
し
ま
し
た
御
会
式

法
要
に
是
非
ご
参
列
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
提
灯
を
御
奉
納
く
だ
さ
い
ま
し
た
方
に
は
、
ご
自
身
の
お
名
前

が
記
さ
れ
た
提
灯
を
見
に
足
を
お
運
び
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

平成29年9月 妙法寺だより 229号


