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山
寺
薬
師
三
尊
像

山寺薬師（板倉町大字東山寺）
樹齢７００年を越えるスギの巨木に囲
まれた山寺薬師に到る２０９段の石段

なかくびきぐんいたくらちょう よねます

新潟県中頸城郡板倉町大字米増
恵信尼によって建てられた五輪塔

恵
信
尼
と
親
鸞

え

し

ん

に
し
ゅ
う
え
ん

恵
信
尼
終
焉
の
地
を
訪
ね
て

　
平
成
十
六
年
六
月
恵
信
尼
終
焉
の
地
と
さ
れ
る
越
後
の
坂
倉
町
を
訪
れ
る
機
会
が

あ
り
ま
し
た
。
今
か
ら
八
十
年
ほ
ど
前
の
大
正
十
年
冬
、
西
本
願
寺
の
蔵
か
ら
、
恵

信
尼
晩
年
の
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
か
ら
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
ま
で
の
十
二

か
く
し
ん
に

年
間
に
、
末
娘
の
覚
信
尼
に
宛
て
た
手
紙
で
あ
る
『
恵
信
尼
文
書
』
と
称
さ
れ
る
十

数
通
の
資
料
が
発
見
さ
れ
、
親
鸞
は
、

ね
つ
ぞ
う

教
団
が
捏
造
し
た
架
空
の
人
物
と
の
学

会
で
の
論
争
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。

　
『
恵
信
尼
文
書
』
は
、
（
父
）
親
鸞

と
（
母
）
恵
信
尼
四
十
三
歳
の
時
に
生

ま
れ
た
末
娘
の
覚
信
尼
か
ら
、
一
二
六

二
年
の
暮
れ
十
二
月
二
十
日
す
ぎ
、
こ

の
越
後
の
地
に
住
む
八
十
一
歳
の
母
親

の
恵
信
尼
の
も
と
ヘ
、
一
通
の
手
紙
が

届
い
た
。
そ
れ
は
、
「
父
親
鸞
が
十
一

月
の
二
十
八
日
、
京
で
九
十
歳
で
息
を

引
き
と
っ
た
事
を
報
じ
た
」
も
の
で
し

た
。
そ
れ
以
後
度
々
、
親
鸞
に
つ
い

て
、
妻
の
恵
信
尼
に
「
父
親
（
親
鸞
）

が
は
じ
め
て
悟
り
を
ひ
ら
か
れ
た
様
子

を
、
お
母
さ
ん
は
、
ご
存
知
で
す

か
？
。
ご
存
知
で
し
た
ら
、
お
知
ら
せ

下
さ
い
」
覚
信
尼
は
、
生
前
の
父
の
面

影
を
、
年
老
い
た
母
に
問
い
つ
づ
け
る

の
で
あ
る
。

　
親
鸞
は
、
多
分
自
分
の
娘
の
覚
信
尼

に
も
、
自
ら
の
体
験
な
ど
は
、
余
り
語

る
事
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？
。
老
い
た
母
親
の
恵
信
尼
は
、

い
っ
た
い
ど
ん
な
気
持
ち
で
、
こ
の
手

紙
を
、
読
み
。
娘
に
返
事
を
書
い
た
の

だ
ろ
う
か
、
当
時
の
一
般
的
な
、

お

ん

な

も

じ

ひ

ら

が

な

女
文
字
と
言
わ
れ
た
平
仮
名
で
書
か
れ

て
お
り
、
今
で
も
、
意
味
が
、
判
然
と

し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

ど
う
そ
う

　
　
比
叡
山
の
堂
僧
親
鸞

　
今
日
の
真
宗
史
や
、
親
鸞
を
語
る
場

合
に
は
、
必
ず
引
用
さ
れ
る
資
料
で
あ

り
、
特
に
恵
信
尼
文
書
　
第
三
通
の
　

「
・
・
殿
の
比
叡
の
山
に
堂
僧
お
わ
し

ま
し
け
る
・
・
」
と
書
か
れ
た
文
書
か

ら
は
、
親
鸞
の
叡
山
時
代
の
実
像
を
知

る
事
の
で
き
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
。

　
即
ち
当
時
の
日
本
で
の
最
高
学
府
の
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叡
山
で
の
親
鸞
の
立
場
は
、
エ
リ
ー
ト

で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
最
下
層
の
修
行

ど
う
そ
う

僧
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
堂
僧
と
言

じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
ざ
ん
ま
い
ど
う

わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
常
行
三
昧
堂

で
念
仏
を
唱
う
音
楽
僧
が
、
堂
僧
で
あ

る
。
こ
の
堂
僧
の
唱
う
念
仏
は
、
今
に

ゆ
う
ず
う
ね
ん
ぶ
つ

伝
わ
る
民
間
の
融
通
念
仏
の
前
身
に
当

た
り
、
美
し
い
節
譜
の
あ
る
五
楽
章
か

ら
な
る
壮
大
な
合
唱
音
楽
で
あ
つ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
常
行
三
昧
の
念

ま
わ

仏
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
周
り
を
、
行
道

し
な
が
ら
唱
う
念
仏
で
あ
り
、
一
刻

（
二
時
間
）
交
代
で
、
二
四
時
間
連
続

し
て
行
わ
れ
る
。
最
初
は
、
九
十
日
間

ふ

だ

ん

の
不
断
（
切
れ
目
な
い
）
念
仏
で
あ
っ

た
。
期
間
が
長
す
ぎ
る
、
あ
る
い
は
こ

れ
を
修
す
る
堂
僧
の
負
担
軽
減
な
ど
か

ら
、
二
十
一
日
間
、
七
日
間
や
三
日
間

に
、
便
利
的
短
縮
さ
れ
る
事
も
、
度
々

あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の

不
断
念
仏
は
、
自
分
の
努
力
で
、
滅
罪

し
、
死
後
阿
弥
陀
の
極
楽
浄
土
に
、
往

生
す
る
為
の
念
仏
で
あ
っ
た
事
に
は
間

違
い
な
い
。
こ
れ
は
後
世
に
、
親
鸞

が
、
到
達
し
た
、
絶
対
他
力
の
『
念

仏
』
と
は
全
く
異
質
の
信
仰
で
あ
る
。

教
団
宗
祖
と
し
て
の
親
鸞
が
、
こ
う
し

た
雑
行
雑
修
の
念
仏
を
、
行
っ
て
い
た

歴
史
的
事
実
を
、
素
直
に
認
め
た
く
な

い
、
風
潮
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
人
間

親
鸞
が
、
信
仰
を
確
立
し
て
い
く
課
程

の
姿
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
何
ら
問
題
な

い
し
、
む
し
ろ
共
感
す
ら
覚
え
る
の
で

あ
る
。

え
い
し
ょ
う
ね
ん
ぶ
つ

　
こ
の
親
鸞
の
「
詠
唱
念
仏
（
唱
う
念

仏
）
」
は
、
初
期
真
宗
教
団
で
は
、
好

ん
で
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
内

か
く
に
ょ

容
の
記
述
が
、
本
願
寺
三
代
の
覚
如
の

が
い
じ
ゃ
し
ょ
う

書
い
た
『
改
邪
鈔
』
に
出
て
い
る
。
そ

う
し
た
伝
統
は
、
本
山
の
報
恩
講
の
最

み
ど
う
し
ゅ
う

後
の
日
に
、
御
堂
衆
に
よ
っ
て
唱
わ
れ

ば
ん
ど
う
ぶ
し

る
、
『
坂
東
節
』
に
、
そ
の
親
鸞
の
叡

ほ
う
ふ
つ

山
の
堂
僧
時
代
を
彷
彿
さ
せ
る
五
音
七

声
の
念
仏
が
残
存
し
た
形
で
あ
り
、
叡

山
の
堂
僧
の
唱
っ
て
い
た
詠
唱
念
仏
を

伝
承
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
、
研

究
者
か
ら
は
言
わ
れ
て
い
る
。

　
元
大
谷
大
学
教
授
五
来
重
氏
は
、

「
親
鸞
は
、
叡
山
横
川
の
常
行
堂
の
堂

僧
で
あ
り
、
美
声
の
持
ち
主
で
、
声
明

の
達
人
で
あ
り
、
音
曲
に
秀
で
て
お

り
、
越
後
に
流
罪
に
な
っ
た
折
も
、
そ

の
二
十
年
間
叡
山
で
会
得
し
た
詠
唱
念

仏
の
特
技
で
、
越
後
の
各
地
で
、
不
断

念
仏
を
修
し
て
生
活
の
資
に
当
て
て
い

た
と
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
が

流
罪
を
許
さ
れ
て
、
関
東
に
出
向
く
ま

で
の
数
年
間
は
、
こ
の
不
断
念
仏
の
特

ど
う
し
ゅ
う

技
を
生
か
し
て
、
善
光
寺
の
堂
衆
と
し

て
滞
在
し
て
、
そ
の
交
友
関
係
、
つ
ま

ぜ
ん
こ
う
じ
ひ
じ
り

り
善
光
寺
聖
の
教
線
に
沿
っ
て
関
東
に

行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
と
す

さ

ぬ

き

れ
ば
、
関
東
の
佐
貫
で
、
健
保
二
年
つ

ま
り
親
鸞
四
十
二
歳
の
時
に
、
有
名
な

千
部
の
三
部
経
読
誦
も
、
こ
の
善
光
寺

に
お
け
る
、
不
断
念
仏
衆
で
あ
っ
た
事

実
と
無
関
係
で
は
な
い
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。

　
　
越
後
の
恵
信
尼
と
親
鸞

　
中
世
史
を
専
門
と
さ
れ
る
、
佐
藤
進

一
氏
は
、
四
十
年
も
前
に
、
『
古
文
書

学
入
門
』
で
「
庄
園
史
料
は
す
べ
て
支

配
者
の
文
書
だ
。
こ
れ
で
庄
園
の
実
態

が
本
当
に
わ
か
る
と
思
っ
た
た
大
き
な

間
違
い
を
す
る
」
と
提
言
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
う
し
た
意
味
か
ら
言
う
と
、
今

日
の
真
宗
・
親
鸞
に
関
す
る
研
究
史
料

も
、
あ
る
意
味
で
は
、
教
団
・
宗
門
側

の
文
書
で
あ
る
資
料
か
ら
で
し
か
、
語

る
事
が
で
き
な
い
制
約
を
、
頭
に
入
れ

て
お
く
必
要
は
あ
る
が
、
こ
の
恵
信
尼

に
つ
い
て
も
、
真
宗
及
び
教
団
の
宗
教

的
教
理
の
枠
に
当
て
は
め
、
宗
祖
親
鸞

の
妻
と
し
て
、
と
も
に
専
修
念
仏
の
道

を
歩
ん
だ
理
想
的
な
夫
婦
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
を
つ
く
り
あ
げ
て
来
た
事
も
、

否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何

も
恵
信
尼
だ
け
の
事
で
は
な
く
て
、
親

鸞
か
ら
義
絶
さ
せ
ら
れ
た
親
鸞
の
長
男

ぜ
ん
ら
ん

の
善
鸞
に
し
て
も
、
真
宗
の
教
え
と
は

違
う
異
安
心
と
し
て
、
悪
人
の
イ
メ
ー

ジ
が
こ
と
さ
ら
誇
張
さ
れ
て
喧
伝
さ
れ

て
い
る
。

　
恵
信
尼
の
結
婚
の
場
所
に
つ
い
て

も
、
古
来
京
都
説
や
越
後
説
の
二
説
が

あ
る
が
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
決
着

が
つ
い
て
い
な
い
。
ま
た
恵
信
尼
の
出

自
説
に
つ
い
て
も
、
越
後
（
新
潟
県
）

み
よ
し
た
め
の
り

の
豪
族
、
三
善
為
則
（
為
教
）
の
息
女

で
あ
る
。
越
後
の
地
方
豪
族
で
は
な
く

て
、
京
都
の
中
流
貴
族
で
あ
っ
た
指
摘

さ
れ
る
学
者
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
決
定

的
な
史
料
に
欠
け
、
資
料
の
補
助
的
な

考
察
や
論
究
で
導
き
だ
さ
れ
た
結
論
と

言
え
る
の
で
断
定
で
き
な
い
。

　
従
来
は
、
親
鸞
は
越
後
の
国
府
に
流

罪
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
流
罪
と

ろ

う

や

か
ん
き
ん

か

ん

し

言
っ
て
も
、
牢
屋
に
監
禁
さ
れ
、
監
視

付
き
で
、
恵
信
尼
と
の
（
結
婚
）
生
活

を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
流
罪

は
、
国
境
を
越
え
な
け
れ
ば
、
自
由
に

生
活
で
き
た
。
何
の
資
財
も
も
た
な
い

親
鸞
が
、
畑
を
耕
し
、
生
活
の
資
を
得

て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
当
時
の
一

む

こ

と

般
的
な
結
婚
は
、
い
わ
ゆ
る
『
婿
取
り

婚
』
で
、
豪
族
と
し
て
、
そ
れ
な
り
の

資
産
を
有
し
て
い
た
恵
信
尼
の
実
家
で
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生
活
を
送
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

恵
信
尼
の
実
家
は
、
越
後
（
新
潟
県
中

頸
城
郡
板
倉
町
米
増
）
と
推
定
さ
れ

る
。
晩
年
、
恵
信
尼
と
一
緒
に
住
ん
だ

し
ん
れ
ん
ぼ
う

お
ぐ
ろ
の
に
ょ
う
ぼ
う

あ
り
ふ
さ

ま
す
か
た

信
蓮
房
や
小
黒
女
房
。
有
房
（
益
方
）

と
称
さ
れ
る
三
人
の
子
の
住
ん
だ
地
名

も
、
全
て
こ
の
近
く
の
地
名
で
あ
る
。

み
ょ
う
こ
う
さ
ん

　
こ
の
地
は
、
妙
高
山
麓
で
、
妙
高
山

を
中
心
と
す
る
妙
高
山
信
仰
す
な
わ

ち
、
修
験
道
の
信
仰
圏
で
あ
る
。
板
倉

町
の
中
心
地
か
ら
、
東
南
に
約
八
キ
ロ

の
地
に
あ
る
、
山
寺
薬
師
は
、
千
数
百

年
前
か
ら
山
岳
仏
教
の
拠
点
と
し
て
、

三
善
一
族
の
帰
依
を
う
け
山
寺
三
千
坊

と
い
わ
れ
た
ほ
ど
の
一
大
勢
力
を
有
し

て
い
た
。
樹
齢
七
〇
〇
年
以
上
の
杉
の

木
に
囲
ま
れ
た
、
二
〇
九
段
の
石
段
を

上
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
薬
師
堂
に
は
、

応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
の
墨
書
銘
の

あ
る
、
薬
師
如
来
、
釈
迦
如
来
、
阿
弥

陀
如
来
の
三
尊
像
が
、
現
在
で
も
安
置

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
薬
師
堂
の
近
く
に

は
栗
沢
信
蓮
坊
が
修
業
し
た
と
言
わ
れ

る
聖
の
窟
と
言
う
洞
窟
が
あ
り
当
時
の

面
影
を
残
し
て
い
る
。

　
『
恵
信
尼
文
書
』
（
第
十
通
）
に

く
り
さ
わ

・
・
・
・
又
、
栗
沢
は
、
な
に
事
や
ら

ん
、
の
つ
み
と
申
す
山
寺
に
不
断
念
仏

は
じ
め
候
わ
ん
ず
る
に
、
な
に
ご
と
や

ら
ん
、
せ
ん
し
申
す
こ
と
の
候
う
べ
き

と
か
や
申
す
げ
に
候
う
。
五
条
殿
の
御

た
め
に
と
申
し
候
う
め
り
・
・
・
・

と
あ
り
、
つ
ま
り
恵
信
尼
（
親
鸞
）
の

三
男
（
又
は
二
男
）
で
、
六
十
歳
前
後

の
年
齢
の
栗
沢
信
蓮
房
明
信
が
、
越
後

の
野
積
の
山
寺
で
、
父
の
親
鸞
が
、
叡

山
で
の
常
行
三
昧
堂
で
の
、
堂
僧
（
念

仏
合
唱
僧
）
時
代
と
同
じ
く
、
不
断
念

仏
を
は
じ
め
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
越

後
で
の
親
鸞
一
家
の
生
活
は
、
叡
山
で

の
常
行
堂
不
断
念
仏
の
堂
僧
を
つ
と
め

た
本
場
（
叡
山
）
仕
込
み
の
優
れ
た
能

力
を
生
か
し
な
が
ら
、
聖
道
や
勧
進

で
、
越
後
の
人
々
の
信
仰
に
ま
み
れ
て

生
活
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

越
後
に
今
に
残
る
親
鸞
聖
人
の
数
々
の

伝
説
が
物
語
っ
て
い
る
。ま

す
か
た

　
　
恵
信
尼
終
焉
の
地
米
増

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
親
鸞
が
、
関
東

を
去
り
、
京
都
に
帰
洛
し
た
理
由
・
時

期
も
あ
き
ら
か
で
な
い
。
恵
信
尼
は
、

夫
親
鸞
に
は
、
同
道
し
な
い
で
、
継
子

善
鸞
と
、
末
娘
の
覚
信
尼
を
除
く
、
二

男
二
女
を
伴
っ
て
、
越
後
に
帰
り
、
シ

ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
し
て
余
生
を
送
っ
た

事
は
、
確
か
で
あ
る
。
そ
の
生
活
の
基

盤
と
な
っ
た
の
は
、
豪
族
の
三
善
為
教

か
ら
相
続
し
た
所
領
で
あ
つ
た
事
も
確

か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
越
後
の

地
で
正
確
な
年
号
は
不
明
で
あ
る
が
、

一
生
を
終
え
て
い
る
。

『
恵
信
尼
文
書
』
（
意
訳
は
石
田
瑞
麿

『
親
鸞
と
そ
の
妻
の
手
紙
』
春
秋
社
刊

に
よ
る
）
に
は
、

　
・
・
先
年
八
十
歳
と
い
う
年
に
、
大

　
病
を
し
て
助
か
っ
た
時
に
も
、
八
十

　
三
歳
に
は
、
必
ず
死
ぬ
も
の
と
思
っ

　
て
い
ま
し
た
し
、
物
知
り
の
書
い
た

　
も
の
に
も
、
同
じ
よ
う
に
言
っ
て
あ

　
る
と
の
事
で
す
の
で
、
今
年
は
死
ぬ

　
も
の
と
思
い
切
っ
て
お
り
ま
す
か
ら

そ

と

う

ば

　
生
き
て
い
る
時
に
、
卒
搭
婆
を
建
て

　
て
み
た
い
も
の
と
、
五
重
の
石
搭
を

あ
つ
ら

　
高
さ
七
尺
に
誂
え
ま
し
た
と
こ
ろ
、

　
塔
師
も
造
る
と
申
し
ま
す
の
で
、
石

　
が
で
き
て
来
次
第
建
て
て
み
た
い
と

　
思
い
ま
す
・
・
・

　
当
時
の
平
均
寿
命
の
倍
近
く
生
き
た

恵
信
尼
が
、
大
病
を
し
て
、
自
分
の
死

期
が
近
い
事
を
悟
り
、
自
分
の
生
き
て

い
る
間
に
、
自
分
の
死
後
の
お
墓
の
五

輪
塔
を
建
て
、
供
養
し
た
い
と
の
願
い

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
教
団
の
御

用
学
者
が
描
く
『
恵
信
尼
は
、
親
鸞
聖

人
の
他
力
の
念
仏
信
仰
の
第
一
等
の
弟

子
』
で
あ
っ
た
姿
と
は
、
異
な
る
人
間

と
し
て
の
、
弱
さ
悲
し
さ
を
持
ち
合
わ

せ
た
、
大
宗
教
者
の
親
鸞
の
妻
の
姿
で

は
な
く
て
、
恵
信
尼
の
住
ん
だ
地
域

は
、
地
滑
を
防
ぐ
為
に
、
生
き
な
が
ら

生
き
埋
め
に
な
っ
た
僧
の
伝
説
に
み
ら

れ
る
様
に
、
地
滑
り
で
世
界
的
に
有
名

な
地
域
で
あ
り
、
ま
た
豪
雪
地
帯
で
も

あ
り
。
先
述
し
た
様
に
、
妙
高
修
験
道

に
深
く
関
わ
り
を
有
す
る
地
域
で
あ

り
、
そ
う
し
た
信
仰
を
肌
で
、
恵
信
尼

も
体
得
し
て
い
た
事
は
十
分
想
像
で
き

る
、
そ
の
地
で
文
字
通
り
、
泥
と
土
に

ま
み
れ
た
、
素
面
の
恵
信
尼
を
見
る
気

が
す
る
。

　
生
き
て
い
る
時
に
、
自
分
の
墓
を
建

て
、
供
養
す
る
事
は
、
日
本
人
に
と
っ

て
は
、
珍
し
い
事
で
は
な
い
。
そ
う
し

た
供
養
を
す
る
事
で
、
自
分
の
往
生
を

確
か
な
も
の
し
、
同
時
に
、
残
さ
れ
た

余
生
を
安
楽
に
暮
ら
せ
る
様
に
願
う
。

来
世
の
み
ら
な
ず
現
世
の
往
生
を
も
願

う
の
が
、
日
本
人
の
素
朴
な
信
仰
心
で

あ
る
と
思
う
。
今
で
も
『
死
ん
だ
つ
も

り
で
・
・
・
・
す
る
』
な
ど
と
言
う
言

葉
を
よ
く
使
う
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ

の
、
生
き
て
い
る
時
に
供
養
の
墓
を
建

て
る
日
本
人
の
宗
教
心
か
ら
出
た
言
葉

で
あ
る
事
は
、
間
違
い
な
い
の
で
あ

る
。
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今
年
の
報
恩
講
の
法
話
は
、
住
職
に
よ

る
昔
な
が
ら
の
『
節
談
説
教
』
で
す
。

祖
師
聖
人
御
一
代
記
よ
り
『
板
敷
山-

-

山

伏
弁
円
』
又
は
『
忠
臣
蔵-

-

寺
岡
平
右
衛

門
の
段
』
の
い
ず
れ
か
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。
乞
ご
期
待
！
？

平成１６年１１月９日（火）

午前１０：００

勤行・法話・おとき

浄信寺報恩講勤修

お

墓

参

り

　
仏
教
が
、
外
来
の
思
想
の
哲
学
・
概

念
と
し
て
伝
来
し
、
我
が
国
固
有
の
宗

教
感
情
や
精
神
生
活
に
支
え
ら
れ
て
き

た
多
様
な
民
俗
信
仰
に
巧
み
に
融
合
し

土
着
し
た
。
一
言
で
言
え
ば
、
先
祖
供

養
な
ど
の
信
仰
と
結
び
つ
く
事
で
、
仏

教
が
広
ま
っ
た
事
は
、
紛
れ
も
な
い
事

実
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来
の
仏
教
の
姿

た
ん
に
し
ょ
う

で
は
な
い
、
ま
し
て
親
鸞
は
、
歎
異
抄

に
「
父
母
供
養
の
為
の
念
仏
は
否
定
し

て
い
る
か
ら
」
真
宗
本
来
の
姿
で
は
な

い
と
ま
で
、
言
い
切
る
僧
侶
も
お
見
え

に
な
る
。

　
素
朴
な
日
本
人
の
宗
教
生
活
こ
そ
宗

教
の
根
源
で
あ
る
し
、
人
間
ら
し
い
心

の
発
現
で
あ
る
。
そ
れ
を
僧
侶
は
『
仏

教
語
好
き
』
の
性
分
か
ら
、
仏
教
語
で

置
き
換
え
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
理
解

し
、
コ
メ
ン
ト
し
た
気
分
で
い
る
。
そ

し
て
『
習
俗
』
と
称
し
て
、
真
宗
門
徒

に
あ
る
ま
じ
き
事
と
軽
蔑
す
る
事
が
、

宗
教
の
空
洞
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
お
盆
や
、
お
彼
岸
に
、
墓
石
に
水
を

注
ぐ
の
も
、
真
宗
の
教
義
に
無
理
矢
理

迎
合
し
て
、
「
真
宗
で
は
、
死
者
の
霊

め
つ
ざ
い

ち
ん
こ
ん

魂
の
滅
罪
・
鎮
魂
の
為
に
、
墓
石
に
水

を
注
ぐ
の
で
は
な
く
て
、
墓
石
を
綺
麗

に
洗
う
た
め
以
外
に
何
の
理
由
な
い
」

等
と
教
理
・
教
義
を
誇
ら
し
げ
に
宣
伝

す
る
よ
り
、
我
々
の
祖
先
が
伝
承
し
て

き
た
お
墓
参
り
の
所
作
一
つ
に
も
、
民

俗
の
心
の
歴
史
と
意
義
が
あ
る
事
を
、

理
解
す
る
事
の
方
が
大
切
な
気
が
す

る
。

　
即
ち
、
真
夏
の
照
り
注
ぐ
太
陽
を
受

け
て
、
ご
先
祖
や
有
縁
の
人
の
眠
る
墓

石
も
暑
く
な
っ
て
い
る
、
そ
れ
を
見
て

「
そ
ち
ら
も
、
暑
く
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？
」
と
、
こ
の
世
に
生
け
る
人
と
同

じ
想
い
を
込
め
て
か
け
る
水
、
こ
れ
ほ

ど
の
供
養
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
思
わ

ず
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
そ
の
心
こ

そ
、
供
養
や
お
墓
参
り
の
意
義
が
あ
る

と
思
う
。
こ
う
し
て
浄
め
ら
れ
た
お
墓

に
お
参
り
し
て
、
自
ら
も
、
ま
た
周
り

の
人
々
と
共
に
、
浄
め
ら
れ
て
い
く
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
参
り
す
る

尊
さ
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。

　
元
阪
大
教
授
の
大
村
英
昭
氏
が
、

「
葬
式
仏
教
に
な
っ
た
こ
と
は
堕
落
で

も
何
で
も
な
い
。
亡
き
人
の
供
養
に
全

力
を
あ
げ
る
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
、

日
本
仏
教
の
世
界
の
仏
教
と
は
違
う
大

変
大
き
な
形
、
値
打
ち
だ
と
思
う
の
で

す
」
そ
の
言
葉
を
、
重
く
受
け
止
め
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

浄信寺平和公園墓地　　

　　永代供養墓完成間近

何
故
？
　
墓
に

　
水
を
か
け
る
の

今後の日本の社会は、核家族化、少子化

が進行し、今までの家族・家庭・個人な

どのライフスタイルが激変すると言われ

ています。跡継ぎに恵まれずご自身のお

墓をお守りする事を期待出来ない方々の

ために、当寺平和公園墓地に、只今永代

墓を造成中です。お盆のお参りの頃には

完成しますので、一度ご覧下さい。

中央部に合祀形式の永代墓。左右は独立型

も
し
も
の
時

　
個
人
経
営
の
お
値
打
ち
葬
儀
社

  

有
限
会
社
　
大
橋
葬
儀
社

　
名
古
屋
市
昭
和
区
南
分
町
五
丁
目
四
三

　  

℡

〇
五
二

…
七
五
一
…

五
八
六
一

【
寺
報
協
賛
広
告
】


