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太
陽
の
塔
桜
ヶ
丘 

【
感
謝
祭
】 
開
催
報
告 

 

令
和
５
年
３
月
21
日
（
火
）
太
陽
の
塔
桜
ヶ

丘
に
お
い
て
、
春
の
彼
岸
法
要
を
兼
ね
た
【
感

謝
祭
】
を
開
催
し
ま
し
た
。 

従
来
、
本
堂
に
溢
れ
る
ほ
ど
の
皆
様
に
集
ま

っ
て
行
っ
て
い
た
彼
岸
法
要
、
年
末
に
は
感
謝

を
込
め
て
餅
つ
き
大
会
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
拡
大
し
て
い
る

状
況
を
鑑
み
開
催
を
中
止
し
て
お
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

今
回
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
対

策
が
緩
和
さ
れ
こ
と
に
よ
り
、
合
同
で
の
【
感

謝
祭
】
を
執
り
行
い
ま
し
た
。 

当
日
は
、
少
し
肌
寒
い
中
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
屋
外
に
テ
ン
ト
を
張
っ
て
行
い
ま
し
た
。

11
時
か
ら
は
、
餅
つ
き
大
会
で
恒
例
と
な
っ
た

抽
選
会
と
、
子
供
た
ち
の
た
め
の
お
菓
子
の
詰

め
放
題
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
楽
し
ん
で
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

又
、
ご
参
加
い
た
だ
い
た
方
全
員
に
記
念
品

も
用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

今
後
と
も
、
多
く
の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ

け
る
法
要
が
行

え
ま
す
こ
と
を

祈
念
し
て
い
ま

す
。 

    

「
令
和
五
年 

行
事
予
定｣ 

○
盂
蘭
盆
会 

 
 

８
月
９
日
（水
） 

 
 
 

午
前
の
部 

受
付 

十
時
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開
式 

十
時
半
～ 

 
 
 

午
後
の
部 

受
付 

一
時
半
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開
式 

二
時
～ 

○
秋
季
彼
岸
会 

合
同
追
悼
法
要 

日
時
未
定 

 

 
 

改
め
て
ご
案
内
し
ま
す 

 

法
要
再
開
の
見
通
し
が
立
ち
ま
し
た
の
で
ご
案

内
致
し
ま
す
。
右
記
の
通
り
開
催
を
予
定
し
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。 

 

ご
法
事
の
会
場
貸
の
予
約
を
承
っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
法
要
室
は
宗
旨
・宗
派
を
問
わ
ず
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 (

法
務
担
当
者) 

第
七
十
六
号 

会
報
会
報
会
報   

 

太
陽
太
陽
太
陽
ののの
会会会 

 

ご参集いただきました約１５０名の会員の 

皆さまと共に春彼岸で手を合わせました 
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｢
四
月
八
日
は
花
ま
つ
り｣ 

四
月
八
日
は
お
釈
迦
さ
ま

が
誕
生
さ
れ
た
日
と
し
て
毎

年
お
祝
い
を
し
ま
す
。
そ
れ

を
「
花
ま
つ
り
」
「
降
誕
会
」

(

浄
土
真
宗)

「
灌
仏
会
」
「
仏

生
会
」
な
ど
、
様
々
な
名
称

が
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま

が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
時
、
そ
の
場
で
す
ぐ
に

立
ち
上
が
り
、
七
歩
、
歩
ま
れ
て
、
右
手
で
天

を
指
し
、
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
（
全
て
の

人
は
平
等
で
尊
く
、
こ
の
世
に
使
命
を
持
っ
て

生
ま
れ
る
）
と
仰
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
為
、
お

釈
迦
さ
ま
の
立
像
は
右
手
で
天
を
指
し
示
め
さ

れ
て
い
ま
す
。 

太
陽
の
会
で
も
四
月
八
日
か
ら
一
週
間
を

「
花
ま
つ
り
週
間
」
と
し
て
受
付
ホ
ー
ル
内
に

供
花
と
共
に
お
釈
迦
さ
ま
を
安
置
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
例
年
通
り
で
あ
れ
ば
、
甘
茶
接

待
も
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
こ
の
度
は
尊
前
で

の
合
掌
の
み
と
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。 

 

教
え
て
仏
事
の
事
① 

「法
事
っ
て
何
の
た
め
？
」 

法
事
を
な
ぜ
や
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は

【
御
恩
報
謝
】で
す
。一
言
で
済
む
の
で
す
が
、

も
う
少
し
丁
寧
に
言
え
ば
、
三
回
忌
ま
で
の
法

事
は
、
遺
族
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
為
の
も

の
で
あ
り
、
七
回
忌
か
ら
の
法
事
は
、
亡
く
な

っ
た
大
切
な
人
を
思
い
出
す
為
の
法
事
だ
と
い

え
ま
し
ょ
う
。 

数
え
て
み
れ
ば
、
お
葬
式
が
終
わ
っ
て
最
初

の
法
要
が
、
初
七
日
。
そ
れ
か
ら
四
十
九
日
の

満
中
陰
ま
で
で
、
七
回
の
法
要
が
あ
り
ま
す
。

次
に
百
カ
日
、
そ
し
て
丸
一
年
経
っ
て
一
周
忌

が
あ
り
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
三
回
忌
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
で
初
七
日
か
ら
数
え
て
計
十
回
と
な

り
ま
す
。
こ
の
十
回
は
、
愛
別
離
苦
の
苦
し
み

や
喪
失
感
を
癒
し
て
い
く
為
の
行
事
で
す
。
最

初
は
一
週
間
ご
と
、
少
し
間
を
お
い
て
三
カ
月

を
過
ぎ
た
こ
ろ
と
、
亡
き
人
を
思
い
、
間
違
い

な
く
救
っ
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
恩
徳
を

讃
え
る
法
要
を
勤
め
る
事
で
、
愛
す
る
人
を
亡

く
し
、
心
に
ポ
ッ
カ
リ
と
開
い
た
穴
が
、
次
第

に
埋
め
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
が
悲
し
み

を
忘
れ
る
為
の
法
事
と
い
う
意
味
で
す
。
愛
別

離
苦
は
、
人
間
で
あ
る
限
り
、
逃
れ
る
事
の
で

き
な
い
悲
し
み
で
あ
り
、苦
し
み
な
の
で
す
が
、

そ
の
苦
悩
こ
そ
、
私
自
身
が
仏
さ
ま
の
教
え
に

触
れ
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
人
間
と
は
勝
手
な
も
の
で
、
時

間
の
経
過
と
と
も
に
、
大
切
な
事
も
忘
れ
て
い

く
も
の
で
す
。
悲
し
み
が
癒
さ
れ
た
の
は
良
い

事
で
す
が
、
今
度
は
日
常
生
活
を
繰
り
返
し
て

い
く
う
ち
に
、
仏
さ
ま
の
ご
恩
も
忘
れ
、
亡
き

人
の
思
い
出
も
徐
々
に
風
化
し
て
い
き
ま
す
。 

少
し
立
ち
止
ま
っ
て
、亡
き
人
を
思
い
出
し
、

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
こ
の
私
を
照
ら
し
続
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
仏
さ
ま
、
そ
の
ご
恩
を
想

う
と
い
う
意
味
で
行
う
最
初
の
法
事
、
そ
れ
が

七
回
忌
か
ら
で
す
。 

七
回
忌
は
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
丸
六
年
目
。

十
二
支
で
い
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
半
分
が
周
っ
た

と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。
七
回
忌
が
済
む
と
、
次

は
十
二
支
が
一
周
す
る
十
三
回
忌
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
十
七
回
忌
、
次
に
二
十
三
回
忌
、
二

十
七
回
忌
、
三
十
三
回
忌
、
そ
し
て
五
十
回
忌

と
、
次
第
に
間
隔
を
広
げ
な
が
ら
勤
め
て
い
く

事
に
な
り
ま
す
。
「
い
つ
ま
で
法
事
を
勤
め
る

の
？
」
と
聞
か
れ
ま
す
が
、
法
事
に
い
つ
ま
で

と
い
う
期
限
や
概
念
は
あ
り
ま
せ
ん
。ど
う
ぞ
、

い
つ
ま
で
も
お
念
仏
と
共
に
次
の
世
代
へ
と
引

き
渡
し
て
い
っ
て
下
さ
い
。 
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｢
ク
イ
ズ
浄
土
真
宗｣

 

Ｑ
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
い
つ
救
い
に
来
ら
れ
る
？ 

❶ 

念
仏
を
称
え
る
度
に 

❷ 

臨
終
の
時
に 

❸ 

今
、
来
ら
れ
て
い
る 

 

阿
弥
陀
さ
ま
は
「
死
ぬ
時
に
救

い
に
来
ら
れ
る
」
と
思
っ
て
お
ら

れ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

昔
は
お
年
寄
り
が
よ
く
「
ま
だ
、
お
迎
え
に

来
ら
れ
ま
せ
ん
の
で…

」
と
自
分
が
元
気
で
い

る
事
を
、遠
慮
が
ち
に
語
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。 

親
鸞
聖
人
が
出
ら
れ
る
前
は
、
全
て
そ
の
よ

う
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
「
阿
弥

陀
さ
ま
は
、
人
々
が
命
終
わ
る
時
に
迎
え
に
来

ら
れ
て
、
浄
土
へ
連
れ
て
帰
っ
て
く
だ
さ
る
」

と
信
じ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
お
迎
え
の
姿
を
心

乱
さ
ず
に
、
し
っ
か
り
と
感
じ
る
事
が
重
要
で

し
た
。実
際
に
迎
え
に
来
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、

臨
終
の
時
に
決
ま
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
生
き
て
い
る
人
生
は
、

死
ぬ
時
に
阿
弥
陀
さ
ま
に
迎
え
に
来
て
も
ら
う

為
の
準
備
期
間
で
し
か
な
い
と
い
う
事
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。 

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本

意
は
、
死
ぬ
時
だ
け
を
問
題
に
さ
れ
た
の
で
は

な
く
て
、
ま
さ
に
今
生
き
て
い
る
時
の
苦
悩
を

救
う
事
に
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で
す
。
そ

れ
は
、
私
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
名
前
（
名
号
）

を
呼
ん
で
初
め
て
迎
え
に
来
ら
れ
る
の
で
は
な

く
て
、
こ
ち
ら
が
呼
ぼ
う
が
呼
ぶ
ま
い
が
、
い

つ
で
も
ど
こ
で
も
時
間
を
隔
て
る
事
な
く
、
常

に
救
い
の
は
た
ら
き
を
続
け
て
お
ら
れ
る
と
味

わ
わ
れ
た
の
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
受
け
取
る

の
は
自
分
自
身
な
の
で
す
。 

Ｑ
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
い
つ
救
い
に
来
ら
れ
る
？ 

ク
イ
ズ
の
答
え
・
③ 

  

｢

歎
異
抄

た
ん
に
し
ょ
う

を
読
む｣ 

 

『
歎
異
抄
』は
、親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
っ
た
後
、

門
弟
の
間
に
真
実
の
信
心
に
背
く
異
議
が
生
じ

た
こ
と
か
ら
、
聖
人
か
ら
口
伝
を
受
け
た
著
者

が
、
同
心
の
行
者
の
不
審
を
除
く
為
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

著
し
た
親
鸞
聖
人
の
言
語
録
で
す
。 

 

念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
生
ま
る
る
た
ね
に

て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
べ
き
業

に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
総
じ
て
も
つ
て
存
知

せ
ざ
る
な
り
。 

釋
蓮
如(

『
歎
異
抄
』
第
二
条) 

「
人
間
の
言
葉
は
当
て
に
な
ら
な
い 

 
 

 
 

 

そ
ん
な
も
の
に
惑
わ
さ
れ
る
な
」 

親
鸞
聖
人
は
、
「
念
仏
が
浄
土
に
生
ま
る
因

か
、
地
獄
に
堕
ち
る
行
い
な
の
か
、
全
く
知
ら

な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
知
ら
な
い
と

い
う
言
葉
は
、
私
が
判
断
す
る
の
で
は
な
い
と

い
う
事
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
人
間
の
言
葉

に
よ
っ
て
認
証
を
得
よ
う
と
す
る
事
の
危
険
性

を
教
え
て
く
れ
る
。 
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｢
四
月
～
六
月
の
こ
と
ば
」 

  
 

太
陽
の
会
で
は
、
館
内
入
口
・
本
堂
入
口
に

「
月
の
こ
と
ば
」
を
掲
載
さ
せ
て
頂
い
て
お
り

ま
す
。
お
経
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
身
近
な
や
さ
し

い
お
言
葉
と
し
て
皆
様
の
お
心
で
味
わ
っ
て
頂

け
た
ら
幸
い
で
す
。 

 

【
四
月
の
こ
と
ば
】 

仏
法
の
鏡
の
前
に 

立
た
な
い
と 

自
分
が
自
分
に
な
れ
な
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
二
階
堂
行
邦
」 

 

仏
は
人
を
鏡
と
し
て
仏
と
な
る
。
人
は
仏
を

鏡
と
し
て
人
と
な
る
。
と
い
う
曽
我
量
深
師
の

言
葉
を
も
と
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
仏
は
人
を

鏡
と
し
て
仏
と
な
る
」
と
は
、
修
業
時
代
の
阿

弥
陀
如
来
が
人
間
を
見
抜
き
、
そ
の
人
間
を
救

う
為
に
必
要
な
も
の
を
完
璧
に
準
備
し
て
阿
弥

陀
如
来
と
い
う
仏
に
成
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で

す
。
阿
弥
陀
如
来
が
見
抜
か
れ
た
私
た
ち
自
身

の
す
が
た
を
聞
く
、
つ
ま
り
仏
法
の
鏡
の
前
に

立
て
ば
、
私
た
ち
は
私
た
ち
の
姿
を
忠
実
に
知

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。 

自
分
自
身
の
心
に
振
り
回
さ
れ
て
「
足
り
な

い
、
足
り
な
い
」
と
思
い
続
け
る
よ
り
ほ
か
な

い
私
た
ち
も
、
阿
弥
陀
如
来
と
の
出
会
い
に
よ

っ
て
、
足
り
な
い
と
思
う
自
分
の
あ
り
の
ま
ま

を
知
ら
さ
れ
、
悩
み
を
抱
え
た
ま
ま
に
阿
弥
陀

如
来
に
抱
き
と
め
ら
れ
て
い
る
自
分
を
、
素
直

に
認
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。 

 【
五
月
の
こ
と
ば
】 

南
無
阿
弥
陀
仏
と
は 

言
葉
と
な
っ
た
仏
な
の
で
す 

 

「
真
宗
僧
伽
論
」 

 

 
阿
弥
陀
如
来
と
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う

言
葉
に
な
っ
て
私
た
ち
に
至
り
届
く
仏
さ
ま
で

す
。
阿
弥
陀
如
来
が
言
葉
と
な
っ
て
私
た
ち
に

至
る
す
が
た
で
あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
を
、
お
名

号
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
水
と
氷
と
が
、
す
が
た

の
違
い
で
あ
っ
て
同
じ
も
の
で
あ
る
の
と
同
様

に
、
阿
弥
陀
如
来
と
お
名
号
・
南
無
阿
弥
陀
仏

も
ま
た
、
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
私
た
ち
の
心
に
届
い
て

信
心
と
な
り
、
念
仏
と
な
っ
て
口
に
現
れ
て
く

だ
さ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
立
場
に
立

っ
て
い
え
ば
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
私
た
ち
の
「
煩
悩
病
」
と
い
う
自
分

自
身
の
心
に
振
り
回
さ
れ
る
す
が
た
を
あ
り
の

ま
ま
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
阿
弥
陀
如

来
の
た
し
か
な
導
き
の
な
か
で
、
お
念
仏
申
す

生
活
が
続
い
て
い
く
の
で
す
。 

 

【
六
月
の
こ
と
ば
】 

 

信
は 

如
来
の
生
命
な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
小
山
法
城
」 

 

宗
教
で
示
さ
れ
る
「
信
」
は
、
一
般
的
に
私

た
ち
の
持
つ
信
仰
心
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
信
」
が
「
阿

弥
陀
如
来
の
生
命
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

親
鸞
聖
人
が
お
っ
し
ゃ
る
浄
土
真
宗
の
信
心

と
は
、
私
が
信
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
に

な
っ
た
心
で
す
。
つ
ま
り
信
心
と
は
、
阿
弥
陀

如
来
の
は
た
ら
き
が
、
そ
の
ま
ま
私
た
ち
の
心

に
届
い
た
す
が
た
で
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
が
私

た
ち
の
心
を
場
と
し
て
躍
動
し
て
い
る
す
が
た

を
「
信
は
如
来
の
生
命
な
り
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。 

 


