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墓地管理費のご納付をお願いします。墓参りの折、郵便振込みでも結構です。

タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク
運
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と
マ
イ
ト
リ
ー
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有
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日
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に
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の
輪
～
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『
タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク
』
と
い
う
善
意
の

輪
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
プ
ロ

レ
ス
漫
画
『
タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク
』
の
主

人
公｢
伊
達
直
人｣

を
名
乗
る
人
物
か
ら

児
童
養
護
施
設
な
ど
へ
ラ
ン
ド
セ
ル
な

ど
匿
名
の
寄
付
が
相
次
い
で
い
ま
す
。

昨
年
十
二
月
二
十
五
日
、
群
馬
県
中
央

児
童
相
談
所
に
出
勤
し
た
職
員
が
正
面

玄
関
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
箱
入
り
の
ラ

ン
ド
セ
ル
10
個
発
見
し
ま
し
た
。
カ
ー

ド
に｢

伊
達
直
人｣

と
の
署
名
が
あ
り
、

職
員
が｢

タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク
で
は｣

と
気

付
き
ま
し
た
。

｢

伊
達
直
人｣

は
、
漫
画
『
タ
イ
ガ
ー
マ

ス
ク
』(

昭
和
43
年
～
46
年
に
、
梶
原
一

騎
作
、
辻
な
お
き
作
画
で
、
雑
誌｢

少
年

マ
ガ
ジ
ン｣

な
ど
に
連
載
さ
れ
、
テ
レ
ビ

ア
ニ
メ
と
し
て
も
放
映
さ
れ
ま
し
た
。)

の
主
人
公
で
、
孤
児
だ
っ
た
主
人
公
の

伊
達
直
人
は
、
覆
面
レ
ス
ラ
ー
の
タ
イ

ガ
ー
マ
ス
ク
と
な
っ
て
悪
役
相
手
に
活

躍
。
経
営
難
だ
っ
た
自
分
が
育
っ
た
児

童
養
護
施
設
に
、
タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク
で

あ
る
こ
と
を
隠
し
た
ま
ま
フ
ァ
イ
ト
マ

ネ
ー
を
寄
付
し
て
い
ま
し
た
。

寄
付
は
、
1
月
11
日
現
在
で
も
各
地
で

相
次
ぎ
、
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
も
40
都

道
府
県
を
超
え
、
90
ヶ
所
以
上
に
の
ぼ
り
、

今
や
社
会
現
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
は｢

隣
人
を
愛
せ｣

｢

汝
の
敵

を
愛
せ｣

と
説
き
ま
す
。
そ
の
愛
は
相
手

を
慈
し
む
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
相
手
の
身

に
な
っ
て
考
え
て
あ
げ
る
こ
と
で
す
。
仏

教
で
は
、
こ
れ
を
愛
と
は
言
わ
ず
、｢

慈

悲｣

と
よ
び
、
仏
教
の
教
え
の
根
本
を
な

し
て
い
ま
す
。

仏
教
で
は
、｢

慈｣

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
の
『
マ
イ
ト
リ
ー
』(

友
愛
の
意)

の
訳

語
で｢

相
手
に
利
益
と
安
寧
を
も
た
ら
そ

あ

ん

ね

い

う
と
の
ぞ
む
こ
と｣

(

与
楽)

。｢

悲｣

は

『
カ
ル
ナ
ー
』(

呻
き
の
意)

の
訳
語
で
、

う
め
き

｢
相
手
か
ら
不
利
益
と
苦
と
を
除
去
し
よ

う
と
欲
す
る
こ
と｣

(

抜
苦)

と
解
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
慈
悲
の
心
が
発
揮
さ
れ
る
に
は
、

私
た
ち
に
利
己
心
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
、
こ
の
慈
悲
に
他
者
を
安
楽

に
す
る
喜
び(

喜)
と
、
自
己･

他
者
や
友･

敵
と
い
っ
た
区
別
に
は
無
関
心
に
な
る
態

度(

捨)

と
が
加
え
ら
れ
、
慈
悲
喜
捨
の
四

つ
の
心
が
、
仏
教
で
は
最
高
の
境
地(

四

無
量
心)

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

差
出
人
は
、
漫
画
『
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー
』

の
主
人
公｢

矢
吹

丈｣

や
、
昭
和
43
年
か

ら
放
映
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
肝
っ
玉

か
あ
さ
ん
』
を
名
乗
る
人
物
の
ほ
か
、
岡

山
市
で
は｢

伊
達
直
人
な
ら
ぬ
み
ん
な
の

ヒ
ー
ロ
ー
桃
太
郎｣

と
名
乗
る
人
物
ま
で

登
場
し
社
会
現
象
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

識
者
は
今
回
の
現
象
を
、｢

ヒ
ー
ロ
ー
な

ど
別
人
を
名
乗
る
こ
と
で
気
恥
ず
か
し
さ

が
な
く
な
り
、
遊
び
感
覚
が
働
く
た
め
で

は
な
い
か｣

と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

た
と
え
遊
び
感
覚
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
う
し
た
仏
教
で
い
う｢

慈
悲｣

｢

抜
苦
与

楽｣

と
い
う
行
為
が
社
会
現
象
と
な
り
、

未
曾
有
の
危
機
に
直
面
す
る
日
本
に
一
風

の
清
々
し
さ
を
運
ん
で
く
れ
た
こ
と
に
間

す

が

す

が

違
い
は
な
い
で
し
ょ
う
。

本
年
は
、
黄
檗
宗
大
本
山
萬
福
寺
開
創
三
五
〇
年
記
念
の
年
で
す
。

（１）



龍 灯 第 ６５ 号 平成２３年 ２月 １日

墓地管理費のご納付をお願いします。墓参りの折、郵便振込みでも結構です。

波
濤
の
夢

『
妙
心
寺
史
』(
川
上
孤
山
著)

に
よ

る
と
、
妙
心
寺
塔
頭
退
蔵
院
の
千
山
玄
松

せ

ん

ざ

ん

げ
ん
し
ょ
う

の
弟
子
の
笠
印
祖
門
が
、
承
應
三
年
の
隠

じ

く

い

ん

そ

も

ん

元
来
朝
時
、
た
ま
た
ま
募
財
の
た
め
長
崎

禅
林
寺
に
滞
在
し
て
い
た
九
月
九
日
早
朝
、

隠
元
と
そ
の
弟
子
南
源
性
派
ら
四
、
五
人

の
訪
問
を
受
け
、｢

自
国
に
帰
ら
ん
と
す

る
に
邦
乱
れ
て
今
に
穏
や
か
な
ら
ず
。
何

卒
日
本
に
二
畳
敷
の
地
を
賜
ら
ば
、
そ
れ

に
て
法
幢
を
立
し
衆
生
を
度
せ
ん
。
師
は

大
名
高
家
に
親
し
み
あ
り
と
聞
く
。
宜
し

く
わ
が
た
め
に
計
り
給
え｣

と
懇
願
さ
れ

た
と
い
う
。

快
諾
し
た
笠
印
は
、
翌
日
に
は
長
崎
を

出
立
し
京
都
に
帰
り
、
本
師
千
山
に
相
談

し
た
と
こ
ろ
、
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
必

要
だ
と
言
わ
れ
龍
安
寺
の
龍
渓
や
仙
寿
院

の
禿
翁
と
謀
り
、
隠
元
の
日
本
滞
留
に
つ

と

く

お

う

い
て
幕
府
に
出
願
す
べ
く
、
江
戸
に
下
る

こ
と
と
な
っ
た
と
記
す
。
笠
印
は
、
禿
翁

や
龍
渓
に
頼
ま
れ
て
長
崎
に
行
っ
た
と
の

『
黄
檗
外
記
』(

無
着
道
忠
著)

の
記
述
と

は
矛
盾
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

笠
印
が
江
戸
へ
下
行
し
た
の
は
事
実
で
あ

り
、
そ
れ
は
禿
翁
や
龍
渓
と
相
談
し
て
隠

元
を
妙
心
寺
住
持
に
迎
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
妙
心
寺
は
開
山
慧
玄
の

当
院
は
、
阪
神
な
ん
ば
線
で
、
な
ん
ば
か
ら
７
分
で
す
。

（
龍
渓
禅
師
一
代
記
）
そ
の
六

一
流
承
刹(

度
弟
院)

で
あ
り
、
い
く
ら
名

僧
と
い
え
ど
も
異
国
の
僧
を
招
請
し
て
妙

心
寺
住
持
に
迎
え
る
な
ど
、
妙
心
寺
史
上

は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
妙
心
寺
で
は

隠
元
を
住
持
と
す
る
か
否
か
で
も
め
た
が
、

｢

直
指
単
伝｣

の
禅
こ
そ
妙
心
寺
の
正
統
的

じ

き

し

た

ん

で

ん

指
導
原
理
で
あ
る
と
す
る
愚
堂
東
寔
ら
の

ぐ

ど

う

と

う

し

ょ

く

反
対
に
あ
い
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ

と
も
、
宗
祖
開
山
国
師
三
百
年
遠
忌
を
目

前
に
控
え
、
愚
堂
和
尚
ほ
か
塔
頭
の
和
尚

方
も
そ
の
方
に
力
を
注
が
ざ
る
を
え
ず
、

時
期
が
悪
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

隠
元
の
妙
心
寺
請
待
に
失
敗
し
た
龍
渓

や
禿
翁
は
、
今
度
は
龍
渓
の
自
坊
で
あ
る

普
門
寺
招
請
を
計
画
す
る
。
し
か
し
そ
の

実
現
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
隠
元
ら
が

来
朝
時
に
乗
っ
て
来
た
船
が
鄭
成
功
の
準

て

い

せ

い

こ

う

備
し
た
国
性
爺
船
で
あ
り
、
鄭
成
功
は
南

こ

く

せ

ん

や

せ

ん

明
へ
の
援
軍
要
請
の
首
謀
者
で
あ
っ
た
か

み

んら
で
あ
る
。

幕
府
は
、
慶
安
四
年(

一
六
五
一)

三
代

将
軍
家
光
が
没
し
、
十
一
歳
の
家
綱
が
将

軍
と
な
っ
て
い
た
。
同
年
七
月
に
由
比

ゆ

い

正
雪
が
大
乱
を
企
て
る
と
い
う
慶
安
事
件

し
ょ
う
せ
つ

が
お
き
、
武
断
政
治
か
ら
文
治
政
治
へ
と

移
行
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。
幕
閣
に
は

保
科
正
之(

家
光
の
弟)

が
将
軍
を
補
佐
し
、

ほ

し

な

ま

さ

ゆ

き

井
伊
直
孝
・
酒
井
忠
勝
が
大
老
、

松
平
信
綱
・
松
平
乗
寿
・
阿
部
忠
秋
が
老

の

り

と

し

中
で
、
彼
ら
が
幕
政
の
中
枢
を
掌
握
し
た
。

笠
印
は
親
交
の
あ
っ
た
京
都
所
司
代
板
倉

重
宗
の
内
諾
を
得
て
、
大
老
酒
井
忠
勝
、

老
中
松
平
信
綱
に
請
願
し
た
。
笠
印
の
必

死
の
運
動
に
よ
り
、
幕
府
は
明
暦
元
年(

一

六
五
五)

五
月
、
普
門
寺
へ
の
隠
元
招
請
を

許
可
し
た
。
時
に
隠
元
64
歳
で
あ
る
。

笠
印
は
禿
翁
、
龍
渓
の
普
門
寺
招
請
の
請

啓(

書
簡)

を
所
持
し
て
長
崎
に
到
り
、
七

月
七
日
隠
元
に
拝
謁
し
て
請
啓
を
手
渡
し

た
。
『
普
照
国
師
年
譜
』
に
よ
る
と
、
隠

元
は
「
私
は
老
年
に
な
っ
て
か
ら
遠
く
の

海
を
渡
っ
て
日
本
へ
や
っ
て
き
た
。
長
崎

の
信
者
に
会
え
れ
ば
そ
れ
で
充
分
だ
と
思

う
。
ど
う
し
て
ま
た
遠
く
に
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
二
度
に
わ
た
っ
て

断
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
黒
川
与
兵
衛
、

よ

へ

い

甲
斐
庄
喜
右
衛
門
の
両
長
崎
奉
行
や
笠
印

か

い

の

し

ょ

う

き

え

も

ん

の
懇
情
が
や
ま
な
か
っ
た
の
で
や
っ
と
承

知
し
た
と
い
う
。
そ
の
返
書(

慶
瑞
寺
在)

に
、｢

老
い
た
り
と
雖
も
普
門
寺
で
勤
め
励

い
え
ど

み
た
い
が
、
帰
国
す
る
時
期
は
自
分
に
ま

か
せ
て
ほ
し
い｣

と
、
な
お
も
帰
国
の
意
志

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

隠
元
は
同
年
八
月
九
日
に
長
崎
を
出
発
し

て
九
月
五
日
に
大
坂
の
川
口
に
到
着
。
高

麗
の
使
節
団
の
船
が
到
着
し
て
お
り
、
岸

に
は
い
っ
ぱ
い
の
見
物
人
が
あ
ふ
れ
、
上

陸
を
あ
き
ら
め
、
小
舟
に
乗
り
換
え
て
淀

川
を
さ
か
上
っ
た
。
翌
日
早
朝
、
笠
印
に

の

ぼ

伴
わ
れ
た
隠
元
ら
の
一
行
は
唐
崎(

現
高
槻

市)

に
到
着
し
た
。

こ
の
時
随
行
し
た
唐
僧
は
、
独
知
性
機
・

ど

く

独
湛
性
瑩
・
大
眉
性
善
・
独
吼
性
一
・

ど

く

た

ん

し
ょ
う
け
い

だ

い

び

し
ょ
う
ぜ
ん

ど

っ

く

し
ょ
う

い

ち

良
衍
性
派
・
逸
然
性
融
・
独
立
性
易
、
和

り
ょ
う
え
ん

し

ょ

う

は

い

つ

ね

ん

し
ょ
う
ゆ
う

ど
く
り
ゅ
う
し
ょ
う
え

き

僧
は
独
照
性
円
・
そ
の
弟
子
の
月
潭
道
徴
・

し
ょ
う
え
ん

げ

っ

た

ん
ど
う
ち
ょ
う

越
伝
道
付
・
慧
瑞
性
明
・
逸
然
の
弟
子
惟

え

つ

で

ん

ど

う

ふ

照
・
梅
谷
道
用
な
ど
で
、
唐
通
辞(

通
訳)

ば

い

こ

く

ど

う

よ

う

と

う

つ

う

じ

劉
道
詮
が
同
行
し
、
先
発
し
て
い
た
独
本

性
源
が
龍
渓
と
共
に
隠
元
一
行
を
出
迎
え

た
。普

門
寺
の
龍
渓
は
、
当
時
の
妙
心
寺
の

再
住(

住
持)

で
あ
っ
た
が
小
芽
舎
に
移
り
、

隠
元
に
方
丈(

住
持
の
部
屋)

を
明
け
渡
し

た
と
い
う
。(

隠
元
禅
師
普
門
草
録
に
よ

る)普
門
寺
に
入
っ
た
隠
元
は
、
図
ら
ず
も

は

か

翌
年
に
は
日
本
の
中
央
地
域
の
普
門
寺
に

迎
え
ら
れ
た
感
激
を
七
言
絶
句
二
偈
に
示

し,

大
字
獅
子
林
と
の
三
幅
を
墨
し
た
。

『
普
照
国
師
年
譜
』
に
よ
る
と
、
「
そ
の

時
、
不
思
議
な
鳥
が
あ
た
り
を
数
回
飛
び

回
っ
て
、
塀
の
上
に
と
ま
り
、
し
き
り
に

鳴
い
て
、
し
ば
ら
く
し
て
飛
び
去
っ
た
。

人
々
は
こ
れ
を
奇
瑞
だ
と
感
嘆
し
た
」
と

い
う
。

（
つ
づ
く
）

（２）

～

龍
渓
と
隠
元
禅
師
②

～

普門寺 方丈



黄
檗
宗
大
本
山

萬
福
寺
１
６
５
４

年
に
中
国
か
ら
渡
来
し
た
隠
元
禅
師

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
お
寺
で
す
。
創

建
は
、
１
６
６
１
年
。
本
年
５
月
８

日
を
も
っ
て
開
創
３
５
０
年
を
迎
え

ま
す
。

本
山
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
念
慶
讃

事
業
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

4/26
～

4/27
…
授
戒
会

4/29
…
慶
讃
法
要(

４
カ
国
の
僧
侶
に
よ
る)

4/30
…
開
創
350
年
慶
讃
大
法
要

ま
た
、
九
州
国
立
博
物
館
に
て
特
別

美
術
展
『
黄
檗-

Ｏ
Ｈ
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｕ
』
が

開
催
さ
れ
ま
す
。(

3/15
～

5/22)

皆
様
方
も
ぜ
ひ
こ
の
事
業
に
参
加
し

宗
祖
隠
元
禅
師
と
ご
縁
を
結
ん
で
、

歴
史
の
一
頁
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

☆
お
授
戒
の
勧
め
☆

4
月
26
日
、
27
日

大
本
山

萬
福
寺

で
授
戒
会
が
行
わ
れ
ま
す
。

授
戒
と
は
、
仏
弟
子
に
な
る
為
の
儀

式
で
す
。
戒
を
授
か
る
こ
と
は
、
お

釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
な
り
、
仏
心
に

生
き
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
お
授

け
い
た
だ
い
た
戒(
お
導
き)

と
戒
名

に
本
来
の
自
己
を
見
出
し
、
日
々
感

謝
の
気
持
ち
で
お
釈
迦
さ
ま
と
同
じ

道
を
歩
ま
れ
ま
す
よ
う
に
。

◇
半
日
戒

三
万
円

10
時
～
12
時
半
／

13
時
半
～
16
時

◇
代

戒

三
万
円

(

参
加
で
き
な
い
方
の
授
戒
で
す)

◇
追
贈
戒

一
万
円

(

故
人
へ
戒
名
を
贈
り
ま
す)

◎
参
加
ご
希
望
の
方
は
、
当
院
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

☆
大
本
山
萬
福
寺
団
体
参
拝
☆

6
月
4
日(

土)

、
北
大
阪
地
区
の

黄
檗
寺
院
合
同
で
、
大
本
山
萬
福
寺

へ
貸
切
バ
ス
で
団
体
参
拝
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
解
体
修
理
完
成
し
た
重

要
文
化
財
の
松
隠
堂
の
見
学
と
本
山

参
拝
を
し
ま
す
。
詳
細
は
未
定
で
す

が
、
ご
希
望
の
方
は
当
院
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

3/26
…
写
経
会

15
時
～

参
加
費

千
円

（
別
紙
参
照
）

4/2
…
花
ま
つ
り
Ｙ
Ｏ
Ｇ
Ａ

14
時
～

（
別
紙
参
照
）

4/6
…
花
ま
つ
り
子
ど
も
大
会

13
時
～

会
場
…
ク
レ
オ
大
阪
中
央

(

主
催:

大
阪
市
仏
教
青
年
会)

子
供
向
け
の
花
ま
つ
り
行
事
で
す
。

お
釈
迦
様
生
誕
を
祝
う
花
ま
つ
り
の

儀
式
の
後
、
プ
ロ
の
劇
団
に
よ
る
演

劇
。
そ
し
て
、
お
楽
し
み
抽
選
会
。

入
場
無
料
で
す
の
で
是
非
ご
参
加
を
。

ご
興
味
あ
る
方
は
、
参
加
し
て
み
て

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

詳
細
は
、
副
住
職
ま
で
。
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墓地管理費のご納付をお願いします。墓参りの折、郵便振込みでも結構です。

本
年
は
、
黄
檗
宗
大
本
山
萬
福
寺
開
創
三
五
〇
年
記
念
の
年
で
す
。永

代
供
養
墓

(

大
亀
地
蔵
尊)

お
墓
を
建
て
て
も
い
ず
れ
は
無

縁
に
な
る
か
ら
、
と
の
お
考
え
の

方
の
相
談
を
受
け
て
で
き
た
永
代

供
養
合
祀
墓
で
す
。

○
継
承
者
が
い
な
く
て
も
安
心

○
無
縁
に
な
る
心
配
が
な
い

○
お
寺
が
続
く
限
り
供
養
さ
れ
る

○
永
代
位
牌
が
位
牌
堂
に
祀
れ
る

○
彼
岸･

お
盆
に
は
大
勢
の
僧
侶
で

の
回
向
が
な
さ
れ
る

○
ご
遺
骨
は
大
亀
地
蔵
尊
の
蓮
台

下
で
土
に
還
る
よ
う
に
埋
葬
さ

れ
る

○
永
代
供
養
だ
け
の
方
も
大
丈
夫

○
生
前
に
依
頼
も
で
き
る

○
維
持
管
理
料
は
不
要

○
永
代
志
納
金

一
霊
三
十
万
円

○
永
代
位
牌
は
二
種
類

○
宗
旨･

宗
派
は
問
い
ま
せ
ん

○
お
墓
を
整
理
し
て
合
祀
さ
れ
る

方
も
お
ら
れ
ま
す

◎
新
規
境
内
墓
地(

西
区
で
当
院
だ
け)

も
募
集
し
て
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
へ

（３）

詳しくは、当院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。→http://www.kyutouin.or.jp

行

事

案

内

大
本
山
萬
福
寺

開
創
350
年

慶
讃
事
業

大本山 萬福寺 松隠堂



奉
納
便
り

○
六
地
蔵･

猫
地
蔵
前
掛
け
奉
納
（
平
成
廿
二
年
十
二
月
）

中
村
玉
江

様
よ
り
境
内
墓
地
入
口
の
六
地
蔵
・

甦
龍
大
楠
下
の
猫
地
蔵
に
前
掛
け
を
奉
納
頂
き
ま
し

た
。
恒
例
の
事
で
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

○
金
参
拾
萬
円
御
寄
進
（
平
成
廿
二
年
十
一
月
）

長
谷
川
進

様
よ
り
武
子
奥
様
の
ご
冥
福
を
祈
り
、

金
参
拾
萬
円
が
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。
お
寺
の
為
有
意

義
に
使
わ
せ
て
頂
き
ま
す
。

▼｢

一
月
行
く
、
二
月
逃
げ
る
、
三
月
去
る｣

と
俗
に

言
わ
れ
ま
す
が
、
あ
っ
と
言
う
間
に
二
月
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。

▼
本
年
は
黄
檗
宗
萬
福
寺
開
創
三
百
五
十
年
に
あ
た

り
、
記
念
の
慶
讃
事
業
が
大
々
的
に
行
わ
れ
ま
す
。

と
り
わ
け
、
4
月
26
日
・
27
日
の
お
授
戒
会
は
仏
教

徒
と
し
て
の
自
覚
を
培
う
法
会
で
す
。
こ
ぞ
っ
て
の

ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
小
生
は
昨
年
春
よ
り
北
大
阪
の
黄
檗
寺
院
23
ヶ
寺

で
構
成
さ
れ
る
黄
檗
宗
12
教
区
の
教
区
長
に
選
任
さ

れ
ま
し
た
の
で
、
責
任
重
大
で
す
。

▼
次
号
で
も
紹
介
し
ま
す
が
、
ま
た
引
退
犬
の
ラ
ブ

ラ
ド
ー
ル
を
世
話
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
度

の
子
は
、
三
歳
の
『
ク
ワ
ン
』
と
い
う
名
前
で
、
大

分
県
で
盲
導
犬
と
し
て
働
い
て
い
た
子
で
す
。
癲
癇

(

て
ん
か
ん)

の
病
が
で
て
、
引
退
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
の
で
す
。

▼
昨
年
秋
に
亡
く
な
っ
た
引
退
犬
プ
ー
マ
の
甥
に
あ

た
る
こ
と
が
分
か
り
、
我
が
家
に
来
る
べ
く
し
て
来

た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

龍 灯 第 ６５ 号 平成２３年 ２月 １日

墓地管理費のご納付をお願いします。墓参りの折、郵便振込みでも結構です。

九
条
か
ら
阪
神
三
宮
駅
・
近
鉄
奈
良
駅
ま
で
直
通
電
車
が
走
っ
て
ま
す
！

●別れ花●

『人口動態統計特殊報告』の｢死亡月別にみた心疾患-脳血

管疾患死亡｣によると、平成16年の統計では、死亡者数の多い

月は、1月が3,222人と最も多く、次いで2月、12月、3月だそ

うです。｢心疾患｣｢脳血管疾患｣は冬季に多く、寒さで血管が

収縮して血圧が上がるため発症しやすくなると考えられます。

この年末年始にかけて、拙院でも2件の葬儀がありました。

別の死因でしたが、檀家さんの88歳の女性と85歳の男性のお

葬儀を執り行いました。

女性は生前、歌手 氷川きよしの大ファンで寝室のベッドの

横の壁には、氷川きよしの大きなポスターが何枚も貼ってあ

りました。男性の方は、学生時代よりグリークラブに所属さ

れ、音楽好きのお方でした。焼き場が混み合い、お葬儀を出

した1月7日はダークダックスのトップテナーを担当したパク

さんこと高見沢 宏さんが、その日午後1時53分に心不全のた

め逝去されたとの報もありました。

告別式が終わり、故人とのお別れがあります。係員がお棺の

ふたをゆっくり開け、祭壇や式場に飾られた生花を集めて遺

族に渡します。遺族や故人と親しかった参詣者が、花をお棺

の中に入れ、最期のお別れをします。これを｢別れ花｣と呼び

ますが、花を依り代(よりしろ)として、会葬者それぞれの哀

悼の思いを託そうという風習だそうです。その時故人が生前

愛用していた品々を副葬品として納めます。

女性は、コンサート会場で買われた

氷川きよしの顔写真の載った団扇を
う ち わ

数枚納められました。男性はコーラ

ス仲間の寄せ書きのほか曲名は分か

りませんでしたが、楽曲の譜面を,生

花のうえに敷き詰めるように納めら

れました。

お二人とも、生前大好きだった音楽

に包まれ旅立たれ、しめやかな中に

も感動的なお葬儀でした。

編
集
後
記

（４）

ご

案

内

山門会(春彼岸法要）

さ ん も ん え

３月２３日(水)

午後１時半より
※ご先祖供養です。宗旨に関係ありません。

ご回向お申込み下さい。

講演:『九条～いまむかし～』
大阪案内人 西俣 稔 先生


