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太
陽
の
塔
桜
ヶ
丘 

 
 

 
 

 
 

【
盂
蘭
盆
会
】開
催
報
告 

８
月
９
日(

水)

に
太
陽
の
塔
桜
ヶ
丘
３
階
本

堂
で
【
盂
蘭
盆
会
及
び
合
同
追
悼
法
要
】
を
執

り
行
い
ま
し
た
。 

今
年
の
夏
は
地
球
が
沸
騰
し
て
い
る
と
感
じ

る
く
ら
い
の
酷
暑
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
皆
さ

ま
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

今
年
は
、
安
全
を
期

し
て
、
午
前
と
午
後

の
二
回
に
分
け
て
、

分
散
法
要
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

暑
い
中
盂
蘭
盆
会
に

お
集
ま
り
い
た
だ
き

ま
し
た
会
員
の
皆
さ

ま
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
法
話
で
は
「
私
の
中
の
い
の
ち
の

数
」
と
い
う
題
目
で
私
た
ち
の
な
か
に
あ
る
ご

先
祖
と
の
縁
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

次
回
秋
の
彼
岸
会
に
も
、
ぜ
ひ
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。 

「
彼
岸
会 
法
要
開
催
に
つ
い
て｣ 

○
秋
季
彼
岸
読
経
開
始
時
間 

太
陽
の
塔 

高
天
原
（広
島
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９
月
22
日
（金
）  

 
 
 
 
 
                

 

・午
前
の
部 

 10
時
30
分
～ 

                             

・午
後
の
部  

13
時
30
分
～ 

 
 

 
 

太
陽
の
塔 

桜
ヶ
丘
（福
山
） 

９
月
23
日(

土
） 

・午
前
の
部 

10
時
30
分
～ 

・午
後
の
部 

13
時
30
分
～ 

 

 

今
回
は
、
従
来
の
よ
う
に
、
参
加
者
全
員
そ
ろ
っ

て
の
法
要
と
致
し
ま
せ
ん
。
時
間
に
な
り
ま
し
た

ら
僧
侶
が
読
経
を
始
め
ま
す
。
読
経
は
30
分
の

予
定
で
す
。
最
後
ま
で
ご
参
加
い
た
だ
い
て
も
結

構
で
す
し
、
ご
焼
香
は
随
時
で
き
ま
す
の
で
、
皆

様
の
お
時
間
の
ご
都
合
に
合
わ
せ
て
、
お
参
り
し

て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

○
大
幅
改
修
工
事
に
伴
う
お
願
い 

福
山
太
陽
の
塔
桜
ヶ
丘
で
は
9
月
上
旬
よ
り

来
館
さ
れ
た
皆
様
が
よ
り
良
い
環
境
で
お
参
り

し
て
頂
け
る
よ
う
改
修
工
事
を
行
い
ま
す
。
皆
様

に
は
ご
不
便
お
掛
け
致
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
理
解

ご
協
力
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

第
七
十
七
号 

会
報
会
報
会
報   

 

太
陽
太
陽
太
陽
ののの
会会会 

 

午前と午後の部で分散開催。お集まりいただい

た皆様と手を合わせ感謝いたしました。 
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｢
親
鸞
聖
人
生
誕
８
５
０
年｣ 

今
年
、
令
和
五
年
は
浄
土
真
宗
を
開
か
れ
た

親
鸞
聖
人
の
生
誕
八
百
五
十
年
に
な
り
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
は
京
都
伏
見
（
日
野
誕
生
院
付

近
）
、
皇
太
后
宮
大
進
日
野
有
範
の
長
男
と
し

て
誕
生
さ
れ
、
九
歳
で
出
家
さ
れ
ま
す
。
そ
の

出
家
さ
れ
た
年
に
平
清
盛
が
亡
く
な
っ
て
い
ま

す
。
平
安
時
代
の
末
期
に
な
る
と
源
氏
と
平
家

の
争
い
が
激
し
く
な
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
父

上
も
何
ら
か
の
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
公
家
の
役

職
を
捨
て
ら
れ
僧
侶
と
な
ら
れ
ま
す
。
親
鸞
聖

人
が
九
歳
で
出
家
さ
れ
た
時
は
、
伯
父
の
日
野

範
津
綱
さ
ま
に
連
れ
ら
れ
、
慈
鎮
和
尚
慈
円
様

の
も
と
で
出
家
さ
れ
ま
す
。
比
叡
山
に
の
ぼ
ら

れ
、
常
行
三
昧
堂
に
仕
え
る
堂
僧
と
い
う
勤
め

を
さ
れ
な
が
ら
経
典
を
二
十
九
歳
ま
で
学
ば
れ

修
行
を
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も

さ
と
り
に
至
ら
な
い
こ
と
に
悩
ま
れ
た
親
鸞
聖

人
は
、
京
都
の
町
中
の
六
角
堂
に
こ
も
ら
れ
九

十
五
日
目
夢
で
聖
徳
太
子
と
お
会
い
し
ま
す
。

そ
の
事
が
縁
で
法
然
上
人
の
も
と
を
尋
ね
ら
れ
、

他
力
念
仏
の
教
え
の
深
さ
に
感
動
さ
れ
自
身
の

念
仏
の
教
え
を
多
く
の
人
々
に
伝
え
ら
れ
る
の

で
し
た
。 

教
え
て
仏
事
の
事
② 

「分
骨
っ
て
良
い
の
？
」 

よ
く
あ
る
相
談
が
あ
り
ま
す
。 

「
主
人
が
亡
く
な
り
、
遺
骨
を
ご
両
親
の
要

望
も
あ
っ
て
、
故
郷
の
お
墓
に
納
め
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
何
分
に
も
遠
い
の
で
、

お
墓
参
り
に
な
か
な
か
い
け
ま
せ
ん
。
息
子
も

こ
ち
ら
で
働
い
て
い
る
の
で
、
将
来
の
こ
と
を

考
え
て
、
こ
ち
ら
に
も
納
骨
壇
を
購
入
し
よ
う

か
と
検
討
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
親
戚
に
分

骨
は
良
く
な
い
と
言
わ
れ
、
不
安
に
感
じ
て
い

ま
す
。
分
骨
は
本
当
に
良
く
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。 「

分
骨
は
良
く
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
は

確
か
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
分
骨
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
亡
き
人
の
身
体
が
引
き
裂
か
れ
バ
ラ

バ
ラ
に
な
る
の
で
亡
き
人
が
苦
し
む
と
い
う
の

で
す
。 

こ
れ
は
、
遺
骨
そ
の
も
の
を
亡
き
人
と
み
て

し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
亡
き
人
は
遺
骨

「
骨
」
で
は
な
く
、
限
定
し
て
捉
え
る
こ
と
の

で
き
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う

し
た
亡
き
人
の
遺
徳
を
し
の
ぶ
ご
縁
と
し
て
遺

骨
が
あ
る
の
で
す
。 

遺
骨
を
前
に
し
て
、
縁
あ
る
人
び
と
が
少
し

で
も
多
く
、
亡
き
人
を
偲
び
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

広
大
な
お
慈
悲
に
遇
う
事
が
で
き
れ
ば
、
む
し

ろ
そ
れ
は
喜
ば
し
い
こ
と
で

す
し
、
分
骨
が
い
け
な
い
理

由
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
遺
骨

（
仏
舎
利
）
の
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
な
お
一
層
は
っ
き
り
し
ま
す
。 

す
な
わ
ち
、
荼
毘
に
ふ
さ
れ
た
ご
遺
骨
は
、

お
釈
迦
さ
ま
を
敬
い
慕
う
各
国
の
人
々
に
八
つ

に
分
骨
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
仏
舎
利
塔

（
お
釈
迦
さ
ま
の
遺
骨
を
納
め
る
仏
塔
）
が
建

立
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
ま
た
、
分
骨
さ
れ
八

万
四
千
の
仏
舎
利
塔
が
建
て
ら
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
、
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
遺

徳
を
慕
い
、
教
え
を
信
じ
喜
ぶ
人
び
と
が
多
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
自
ず
と
湧
き
出

て
く
る
お
釈
迦
さ
ま
へ
の
尊
敬
の
念
が
、
仏
舎

利
塔
す
な
わ
ち
お
墓
を
建
て
し
め
た
の
で
す
。 

こ
う
し
た
お
墓
や
仏
舎
利
塔
の
出
来
た
経
緯

を
考
え
れ
ば
「
分
骨
は
い
け
な
い
」
と
い
う
発

想
は
お
か
し
い
と
す
ぐ
に
思
う
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
も
し
迷
わ
れ
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
ら
、
当
会
に
ご
相
談
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。 
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｢
ク
イ
ズ
浄
土
真
宗｣  

Ｑ
、
お
盆
の
由
来
っ
て
な
に
？ 

❶ 

石
川
五
右
衛
門 

❷ 

仏
弟
子
の
目
連
尊
者 

❸ 

賽
の
河
原
の
お
地
蔵
さ
ん 

 

お
盆
は
、
『
盂
蘭
盆
経
』
に
出
て
く
る
仏
弟

子
・
目
連
尊
者
の
故
事
に
由
来
し
ま
す
。
あ
ら

す
じ
を
言
う
と
、
目
連
さ
ん
が
修

行
中
に
神
通
力
で
亡
き
母
親
を
探

し
た
と
こ
ろ
、
餓
鬼
道
に
堕
ち
て

い
る
こ
と
を
知
り
ま
す
。
餓
鬼
道

は
、
自
己
中
心
的
で
つ
ね
に
不
足

感
を
抱
き
、
満
た
さ
れ
な
い
苦
の

状
態
を
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
母

親
と
い
う
も
の
は
餓
鬼
に
な
ら
な

け
れ
ば
我
が
子
を
育
て
ら
れ
な
い

と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ

う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
目
連
さ
ん
は
母
を
餓

鬼
道
か
ら
救
お
う
と
ご
馳
走
を
ふ
る
ま
う
の
で

す
が
、
そ
れ
を
口
に
近
づ
け
た
瞬
間
、
火
に
な

っ
て
燃
え
、
ま
す
ま
す
母
親
を
苦
し
め
る
結
果

と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
ア

ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
目
連
さ
ん
が
７
月
15
日

（
旧
暦
）
の
修
行
最
終
日
に
、
す
べ
て
の
僧
に

ご
馳
走
を
ふ
る
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
母
親
は
救
わ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
う
し
て
、
親
や
先
祖
を
思
う
気
持
ち
と
、

仏
法
を
敬
い
信
じ
る
心
（
僧
供
養
で
表
さ
れ
ま

す
）
の
大
切
さ
が
、
お
盆
の
行
事
を
通
し
て
伝

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

❶
、
❸
の
お
話
し
は
、
俗
説
で
お
盆
の
由
来

の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 Ｑ
、
お
盆
の
由
来
っ
て
な
に
？ 

ク
イ
ズ
の
答
え
・
② 

    

｢

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
。 

 

た
と
え
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、

念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後

悔
す
べ
か
ら
ず
候
ふ
。 

釋
蓮
如(

『
歎
異
抄
』
第
二
条) 

 

「
私
の
た
め
の
道
が 

 

 
 

 
 

 
 

 

こ
こ
に
あ
っ
た
」 

「
法
然
聖
人
に
だ
ま
さ
れ
て
、
念
仏
し
て
地

獄
に
堕
ち
て
も
、
決
し
て
後
悔
し
な
い
」
と
い

う
言
葉
は
、
「
他
に
自
ら
の
救
い
の
道
は
な

い
」
と
い
う
深
い
自
覚
と
、
真
実
の
言
葉
を
正

し
く
伝
え
て
く
だ
さ
る
法
然
聖
人
に
対
す
る
、

絶
対
的
な
信
頼
の
表
れ
で
あ
る
。 
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｢
七
月
～
九
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
。 

 

【
七
月
の
こ
と
ば
】 

正
し
い
も
の
に
遇
っ
て 

正
し
く
な
い
自
分
を 

知
ら
さ
れ
て
い
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
利
井
明
弘
」 

 

「
正
し
い
も
の
に
遇
っ
て 

正
し
く
な
い
自
分
を 

知
ら
さ
れ
て
い
る
」と
い
う
お
言
葉
は
、
「
お
念

仏
の
教
え
に
出
遇
う
こ
と
で
、
こ
の
私
が
い
か

に
煩
悩
を
抱
え
て
自
己
中
心
的
な
生
き
方
を
し

て
い
る
の
か
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
」
と
味
わ

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
お
念
仏
の

教
え
と
は
、
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
、
善
行
の
一

つ
も
で
き
ず
、
と
て
も
自
分
の
力
で
は
救
わ
れ

難
い
こ
の
私
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
声
の
仏
と
な

っ
て
届
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
教
え
で

す
。
阿
弥
陀
さ
ま
が
、
「
あ
な
た
は
あ
な
た
の

ま
ま
で
い
い
。
私
が
必
ず
あ
な
た
を
救
う
」
と

叫
び
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。 

阿
弥
陀
さ
ま
に
お
ま
か
せ
し
て
、
大
き
な
安

心
の
な
か
で
人
生
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

 【
八
月
の
こ
と
ば
】 

わ
れ
も
た
す
か
り 

人
も
た
す
か
る
と
い
う
の
が 

仏
教
の
教
え 

 

「
曽
我
量
深
」 

  

「
わ
れ
も
た
す
か
り 

人
も
た
す
か
る
と
い

う
の
が 

仏
教
の
教
え
」
と
は
、
私
た
ち
凡
夫

は
自
ら
の
力
で
往
生
の
種
を
作
る
こ
と
は
で
き

ず
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
救
済
を
誓
わ
れ
た
阿
弥

陀
さ
ま
の
ご
本
願
に
よ
り
、
わ
れ
も
人
も
救
わ

れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
お
言
葉

で
す
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
は
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
凡
夫
で

あ
る
こ
の
私
を
な
ん
と
し
て
も
救
い
た
い
と
、

立
ち
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
必
ず
救
う
。
ま
か
せ
て
く
れ
」
と
、
南
無
阿

弥
陀
仏
の
お
念
仏
と
な
っ
て
喚
び
続
け
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
聞

き
、
阿
弥
陀
さ
ま
を
中
心
と
し
た
生
活
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

我
も
た
す
か
り
人
も
た
す
か
る
と
い
う
こ
と
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
、
人
生
を
通
し
て
仰

ぎ
続
け
、
こ
の
身
が
老
い
や
病
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
な
ろ
う
と
も
、
私
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
お

救
い
の
な
か
に
あ
る
の
だ
ろ
、
感
謝
の
う
ち
に

お
念
仏
申
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
い
う
の
で

し
ょ
う
。 

 

【
九
月
の
こ
と
ば
】 

 

「
ま
こ
と
」
の
ひ
と
か
け
ら
も
な
い
私
に 

仏
さ
ま
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
た
「
ま
こ
と
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
石
田
慶
和
」 

 

常
に
煩
悩
に
と
ら
わ
れ
て
自
分
の
都
合
の
良

い
言
動
ば
か
り
を
し
て
い
る
凡
夫
に
、
「
ま
こ

と
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
私

た
ち
は
自
分
の
こ
と
を
正
し
い
と
信
じ
て
疑
わ

な
い
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
と
き
に
自
分
の

価
値
観
を
人
に
押
し
つ
け
、
そ
れ
を
否
定
さ
れ

れ
ば
腹
を
た
て
、
口
を
極
め
て
相
手
を
非
難
す

る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
自
分
の
価
値
観
に
固

執
し
、
自
分
こ
そ
正
し
い
の
だ
と
、
と
き
に
他

者
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
る
、

そ
の
よ
う
な
私
の
す
が
た
に
涙
さ
れ
た
の
が
阿

弥
陀
さ
ま
で
す
。
仏
さ
ま
か
ら
差
し
向
け
ら
れ

た
「
ま
こ
と
」
で
あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
こ
そ
人

生
の
依
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
の
で
す
。 


