
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今
年
も
皆
さ
ま
の
お
か
げ
を
も
ち
ま
し

て
、
永
代
経
法
要
を
無
事
お
勤
め
い
た
し
ま

し
た
。 

 

 

平
成
二
十
九
年
五
月
六
日
（
土
） 

 

十
一
時 

お
斎
（
お
昼
の
弁
当
） 

十
二
時 

法
話 

十
三
時 

勤
行 

十
四
時 

墓
地
管
理
規
則
説
明
会 

 

例
年
通
り
い
ら
し
た
方
々
に
お
弁
当
を

お
出
し
し
、
お
部
屋
に
お
上
が
り
い
た
だ
き

ま
し
た
。
お
弁
当
は
精
進
の
も
の
で
、
卵
を

使
わ
ず
高
野
豆
腐
を
使
う
な
ど
し
て
お
り

ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
肉
食
を
禁
じ
て
お
ら
れ

ま
せ
ん
が
、
真
宗
も
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
や

肉
親
の
命
日
な
ど
に
菜
食
を
す
る
「
お
精

進
」
の
風
習
が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
は
永
代

経
法
要
は
初
め
て
と
い
う
方
も
多
く
い
ら

っ
し
ゃ
り
、
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。 

ご
法
話
の
今
年
の
講
師
は
、
伊
豆
の
国 

真
宗
大
谷
派 

正
蓮
寺
ご
住
職 

渡
邉
元

浄
師
に
ご
出
講
い
た
だ
き
「
お
念
仏
の
い
わ

れ
と 

念
仏
も
う
す
身
」
を
テ
ー
マ
に
お
話

し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
     

「
念
仏
は
呼
吸
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、

絵
本
『
よ
か
っ
た
な
あ
、
か
あ
ち
ゃ
ん
』（
講

談
社
）
を
題
材
に
し
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く

お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
と
「
呼
」
ば
れ
る
声
を
、
我
が
身
に
「
吸
」

っ
て
応
え
る
世
界
。
そ
の
「
呼
」
ば
れ
る
声

に
、
我
が
身
が
ど
こ
に
生
き
て
い
る
の
か
確

認
で
き
る
の
で
す
。
物
柔
ら
か
な
元
浄
師
の

お
話
を
受
け
、
会
場
は
和
や
か
な
雰
囲
気
で

し
た
。 

正
蓮
寺
さ
ん
で
は
、
百
種
三
百
鉢
の
蓮
と

四
十
種
百
二
十
鉢
の
睡
蓮
を
育
て
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
そ
う
で
、
７
月
に
は
蓮
ま
つ
り
を

開
催
な
さ
る
そ
う
で
す
。
正
德
寺
に
も
、
蓮

苗
の
お
み
や
げ
を
頂
き
ま
し
た
。
浄
台
蓮
と

い
う
大
型
の
品
種
だ
そ
う
で
す
。
現
在
、
表

の
通
り
に
面
し
た
と
こ
ろ
で
育
て
て
お
り

ま
す
。
お
参
り
の
際
に
は
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。 

 

 

  

「
永
代
経
懇
志
」
は
永
代
に
お
経
が
読
ま
れ

仏
法
が
伝
わ
る
こ
の
場
が
続
く
こ
と
を
願

い
と
し
て
お
納
め
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

皆
さ
ま
の
思
い
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。 

 本堂にてお経 渡邉元浄師による法話 伊豆正蓮寺にて渡邉元浄師と住職 

2017 年５月 6 日 

正徳寺 永代経 
「永代

えいたい

経
きょう

」は法要の名称です。未来永代にわたって仏さま

の教えが伝えられていくことを願いお勤めします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で
あ
い 

 

寄
稿
の
ペ
ー
ジ
① 

 
寺
は
お
坊
さ
ん
の
法
話
を
聞
く
と
こ
ろ
。
そ

う
い
っ
た
向
き
も
あ
り
ま
す
が
、
寺
に
お
り
ま

す
と
私
た
ち
が
門
徒
の
皆
さ
ん
の
お
話
を
伺
う

こ
と
も
多
く
ご
ざ
い
ま
す
。
悩
み
を
伺
う
こ
と

も
あ
れ
ば
日
常
の
こ
と
や
取
り
組
み
な
ど
を
お

話
し
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

お
話
を
伺
う
う
ち
、
こ
れ
は
皆
さ
ま
に
も
お

伝
え
し
た
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
寺
報
で

そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て

お
り
ま
し
た
。 

そ
の
第
一
段
と
し
て
、
門
徒
の
山
崎 

仁
様

に
今
号
に
寄
稿
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。
山
崎

様
に
は
、
七
年
間
携
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

い
う
日
本
語
を
教
え
る
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

テ
ー
マ
に
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ま
た
皆
さ
ま
に
寄
稿
の
お
願
い
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

   

日
本
語
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

山
崎 

仁 

 

七
十
歳
で
仕
事
か
ら
離
れ
、
社
会
と
の
接
点
を
保
ち
た

い
と
考
え
て
、
日
本
語
を
教
え
る
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
参
加
し
ま
し
た
。
私
ど
も
の
周
囲
に
は
、
私
ど
も
が

想
像
す
る
以
上
に
多
く
の
外
国
人
が
生
活
し
て
お
り
、
難

し
い
日
本
語
に
苦
労
し
て
い
ま
す
。 

世
界
に
は
六
千
ほ
ど
の
言
語
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
日

本
語
は
最
も
難
し
い
言
語
の
一
つ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

先ま

ず
文
字
数
が
多
い
。
ひ
ら
仮
名
と
カ
タ
仮
名
で
百
余

字
、
常
用
漢
字
が
二
千
百
余
あ
り
、
音
訓
で
は
４
千
以
上

に
及
び
ま
す
。
（
英
語
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
二
十
六
文

字
の
み
で
す
。）
次
に
外
国
人
生
徒
が
苦
労
す
る
の
が
「
助

詞
」
で
す
。『
リ
ン
ゴ
を
食
べ
た
い
』
と
『
リ
ン
ゴ
が
食

べ
た
い
』
を
使
い
分
け
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
練
習
を
必

要
と
し
ま
す
。
そ
し
て
「
敬
語
」
で
す
。
「
食
べ
る
？
」

「
食
べ
ま
す
か
」
「
召
し
上
が
り
ま
す
か
」
と
、
相
手
・

場
面
に
よ
っ
て
言
葉
が
変
わ
る
日
本
語
は
何
と
も
使
い

難
い
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

斯か

く
も
難
し
い
日
本
語
で
す
が
、
生
徒
の
『
日
本
語
を

覚
え
た
い
』、『
喋
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
』
と
の
熱
意
と

意
欲
は
旺
盛
で
、『
大
丈
夫
か
な
？
』
と
心
配
す
る
よ
う 

 

な
レ
ベ
ル
で
も
、
何
と
か
挨
拶
が
出
来
る
よ
う
に
な
る

と
、
時
間
給
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
ま
す
。
そ
し
て
職
場

で
聞
き
か
じ
っ
た
言
葉
を
持
っ
て
き
て
、
そ
の
意
味
と
使

い
方
を
学
習
し
ま
す
。
職
場
で
は
い
じ
め
に
遭
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
し
、
逆
に
周
囲
か
ら
親
切
に
扱
わ
れ
て
、
ク
ラ

ス
に
来
て
『
日
本
の
人
は
親
切
で
す
』
と
の
報
告
を
受
け

る
と
こ
ち
ら
も
嬉
し
く
な
り
ま
す
。 

中
に
は
小
さ
い
な
が
ら
も
一
企
業
の
就
職
試
験
を
受

け
て
社
員
に
な
っ
た
者
、
準
介
護
師
の
資
格
を
取
っ
て
介

護
活
動
に
従
事
し
な
が
ら
正
介
護
師
の
資
格
に
挑
戦
し

て
い
る
者
な
ど
、
日
本
の
社
会
に
溶
け
込
も
う
と
し
て
い

る
生
徒
も
育
ち
ま
し
た
し
、
日
本
の
歴
史
・
地
理
を
学
ん

で
三
年
後
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ガ
イ
ド
を
目
指
し
て
い

る
生
徒
も
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
生
徒
た
ち
の
手
助
け
を
し

て
い
る
と
の
喜
び
が
こ
の
活
動
に
は
あ
り
ま
す
。 

生
徒
が
何
と
か
日
本
語
で
話
せ
る
よ
う
に
な
る
と
少

し
長
め
の
文
章
を
読
ま
せ
ま
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
を
直
し
、

語
感
を
覚
え
て
も
ら
う
た
め
で
す
。
読
ま
せ
る
文
章
は
平

易
で
、
し
か
も
良
い
日
本
語
を
と
の
気
持
ち
か
ら
、
小
説

家
の
文
章
が
選
ば
れ
ま
す
。
最
近
取
り
上
げ
た
エ
ッ
セ
イ 

は
終
戦
時
の
実
体
験
を
語
っ
た
も
の
で
、
空
襲
、
防
空
壕
、

学
童
疎
開
な
ど
今
で
は
聞
か
れ
な
く
な
っ
た
語
句
の
解

説
に
苦
労
し
な
が
ら
読
ま
せ
て
い
き
ま
す
。
終
戦
間
近
の 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏
、
小
学
校
一
年
生
に
な
っ
た
ば
か
り
の
妹
が
学
童
疎
開

先
で
栄
養
失
調
に
な
り
、
や
せ
細
っ
て
帰
っ
て
く
る 

話
し
…
決
し
て
流

暢

り
ゅ
う
ち
ょ
う

な
朗
読
に
は
な
ら
な
い
が
、
読
み

進
む
う
ち
に
誰
も
が
口
ご
も
っ
た
語
り
口
に
な
り
、
最
後

に
は
皆
目
じ
り
を
押
さ
え
て
い
る
。
そ
し
て
一
人
が
『
日

本
で
も
こ
ん
な
酷ひ

ど

い(

惨み
じ

め
な)
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
…
』

と
呟
き
ま
す
。 

 
 こ

の
呟
き
を
捉
え
て
話
を
聞
く
と
、
中
国
の
教
育
で
は
戦

時
中
の
日
本
の
軍
人
の
非
道
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
る
余
り

に
、
戦
争
の
も
つ
破
壊
と
悲
惨
に
つ
い
て
の
説
明
が
疎
か

に
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
軍
隊
の
背
後
に
あ
っ
た

戦
時
中
の
日
本
の
国
民
も
、
中
国
の
国
民
と
同
様
に
大
変

な
苦
難
を
強
い
ら
れ
た
と
言
っ
た
状
況
は
思
っ
て
も
み

な
か
っ
た
、
と
言
う
の
で
す
。
『
戦
争
は
勝
っ
て
も
負
け

て
も
、
背
後
に
い
る
双
方
の
国
民
が
最
も
被
害
を
受
け

る
。
だ
か
ら
戦
争
は
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
な
い
』
と
答

え
ま
す
。 

 

日
本
語
を
自
由
に
操
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
生
徒
と
「
歴 

史
」
を
語
る
…
、
こ
れ
が
日
本
語
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
携
わ

り
な
が
ら
の
目
標
で
す
。 

了 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

声
明
会
の
様
子 

  
 

今
回
の
山
崎
さ
ま
の
お
話
い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
か
ら
も
ご
門
徒
の
み
な
さ
ま
の
社
会
福
祉
活
動

な
ど
を
紹
介
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

 
 

山
崎
さ
ま
も
参
加
さ
れ
て
い
る
「
声
明
会
（
し
ょ
う
み

ょ
う
か
い
）」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

「
声
明
（
し
ょ
う
み
ょ
う
）
」
と
は
、
声
に
出
し
て
お

経
を
称と

な

え
る
こ
と
で
す
。
せ
っ
か
く
お
仏
壇
（
お
内
仏
）

が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
ご
自
宅
で
も
お
経
を
称
え
て

み
ま
せ
ん
か
。 

だ
い
た
い
六
月
と
十
一
月
を
節
目
と
し
て
、
最
初
か
ら
お

さ
ら
い
し
ま
す
。 

 
 

最
初
の
一
時
間
は
お
経
の
練
習
を
し
ま
す
。
決
し
て
一

人
で
当
て
た
り
し
ま
せ
ん
の
で
、
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。

終
わ
る
と
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
日
頃
の
疑
問
を
質
問
さ
れ

た
り
、
読
ん
で
い
る
お
経
の
内
容
に
つ
い
て
お
話
し
を
し
ま

す
。 

お
経
の
内
容
も
漢
文
な
の
で
分
か
り
づ
ら
い
で
す
が
、
実

は
お
釈
迦
様
と
弟
子
の
問
答
集
に
な
っ
て
い
て
簡
単
な

内
容
の
お
話
し
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
上
で
物
語
と
し
て

の
表
面
的
な
お
話
し
と
、
そ
の
お
話
し
を
通
し
て
何
を
伝

え
た
い
の
か
と
言
う
お
話
し
を
し
ま
す
。 

 
 

例
え
ば
『
観
無
量
寿
経

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

』
と
い
う
お
経
は
、
王
子
が

王
を
殺
し
、
母
親
の
女
王
を
幽
閉
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
そ
の
幽
閉
さ
れ
た
女
王
が
、
お
釈
迦
さ
ま
に
「
な

ん
で
私
は
こ
ん
な
目
に
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
？
！
」
と
嘆
く
と
こ
ろ
か
ら
お
話
し
が
始
ま
る
の
で

す
。
出
家
し
て
い
な
い
一
般
人
が
お
釈
迦
さ
ま
に
相
談
す

る
お
経
な
の
で
す
。
面
白
い
で
す
ね
。
こ
れ
以
外
に
も

色
々
な
お
経
の
お
話
し
や
、
親
鸞
聖
人
が
ど
の
よ
う
に
受

け
取
っ
た
か
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

参
加
さ
れ
る
方
は
、
正
徳
寺
の
門
徒
さ
ん
に
限
ら
ず
近

所
の
有
縁
の
方
々
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

方
の
な
か
に
は
、
１
６
時
か
ら
の
お
経
の
お
話
だ
け
参
加

さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

 

ぜ
ひ
一
度
、
覗の

ぞ

い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★
本
堂
で
の
葬
儀
の
ご
案
内 

 

一
般
の
会
葬
者
が
い
な
い
、
い
わ
ゆ

る
「
家
族
葬
」
を
、
行
事
期
間
中
を
の

ぞ
い
て
本
堂
で
お
受
け
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

今
ま
で
も
ご
相
談
に
よ
り
少
し
ず

つ
お
受
け
し
て
は
参
り
ま
し
た
が
、
お

身
内
の
み
で
の
通
夜
葬
儀
を
と
の
お

話
を
伺
う
こ
と
が
増
え
ま
し
た
の
で
、

こ
の
度
皆
様
に
ご
案
内
致
し
ま
す
。 

お
葬
儀
も
多
種
多
様
に
な
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
各
ご
家
庭
に
合
わ
せ
た

や
り
方
で
故
人
を
見
送
る
一
助
と
な

り
ま
す
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

斎
場
と
異
な
る
点
も
多
く
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
本
堂
で
の
家
族
葬
は
、
寺

指
定
の
葬
儀
社
に
限
ら
せ
て
頂
い
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
寺
ま
で
お
た
ず
ね

く
だ
さ
い
。 

  

★
法
要
後
の
お
斎
（
お
と
き
）
の 

ご
案
内 

 

法
要
後
の
会
食
に
、
寺
の
部
屋
を
お

貸
し
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

会
食
に
お
使
い
頂
け
る
お
部
屋
が

一
部
屋
の
み
で
す
の
で
、
一
日
に
一
組

の
み
の
受
付
と
な
り
ま
す
。
ご
予
約
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
寺
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
人
数
は
十
六
人
ま

で
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。 

ま
た
仕
出
し
の
業
者
は
、
寺
で
一
社

に
指
定
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

寺
の
窓
口
に
お
料
理
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
、
ご
入
用
の
際
に
は
お

声
か
け
下
さ
い
。 

     
 
 
 

 
 

 

写真はゆったり 10 人ほどでお座りいただい

た場合のものです 
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★
墓
地
管
理
規
則
説
明
会
を 

開
催
い
た
し
ま
し
た 

 
永
代
経
法
要
後
に
、
墓
地
管
理
規
則

の
説
明
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の
管
理
規
則
は
、
正
徳
寺
に
墓
地
を
お

持
ち
の
方
を
対
象
に
昨
年
郵
送
で
お

届
け
し
て
お
り
ま
す
。
も
し
お
手
元
に

届
い
て
い
な
い
場
合
に
は
、
お
手
数
で

す
が
寺
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 こ

の
規
則
は
、
皆
さ
ま
に
安
心
し
て

お
参
り
い
た
だ
く
た
め
、
ま
た
正
德
寺

が
皆
さ
ま
と
共
に
お
墓
を
お
守
り
し

て
い
く
た
め
に
制
定
い
た
し
ま
し
た
。

説
明
会
当
日
に
お
配
り
し
た
要
旨
を

同
封
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
確
認

く
だ
さ
い
。 

当
日
は
何
名
か
の
方
か
ら
、
ご
相
談

を
承
り
ま
し
た
。
お
墓
の
こ
と
は
皆
さ

ま
そ
れ
ぞ
れ
事
情
も
異
な
り
、
一
概
に

こ
う
と
は
申
せ
ま
せ
ん
。
不
安
や
疑
問

な
ど
は
遠
慮
な
く
お
伝
え
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

   

 

 


