
近
年
「
墓
じ
ま
い
」
や
「
新

し
く
お
墓
を
建
て
な
い
」
と
い

う
話
を
多
く
聞
く
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
事
実
、
私
自
身
も
そ

う
い
う
お
勤
め
に
遇
わ
せ
て
い

た
だ
く
機
会
も
増
え
て
き
た
よ

う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
時
に
ず
っ
と
思
っ
て
き

た
こ
と
は
、
「
こ
の
方
々
の
ご

遺
骨
は
一
体
ど
こ
に
埋
葬
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
か
？
」
「
ご
家
族

の
方
々
は
ど
こ
で
手
を
合
わ
せ

る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
常
々
思
っ

て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
思
い
を
総
代
の
方
々

に
相
談
し
、
「
何
と
か
墓
じ
ま

い
を
さ
れ
た
方
、
お
墓
を
建
て

な
い
と
い
う
方
々
が
近
く
に
手

を
合
わ
せ
る
場
所
を
作
れ
な
い

か
？
」
と
相
談
し
た
の
が
始
ま

り
で
す
。

構
想
か
ら
約
２
年
、
世
話
人

の
方
々
、
総
代
の
皆
様
の
同
意

を
経
て
「
大
光
寺
永
代
納
骨
墓
」

が
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

場
所
は
大
光
寺
の
境
内
地
東

側
、
つ
ま
り
大
光
寺
の
敷
地
内

に
あ
り
ま
す
。

永
代
納
骨
墓
と
は
、
大
光
寺

の
門
徒
で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

永
代
と
い
う
名
の
通
り
、
お

寺
が
管
理
者
と
な
り
、
ず
っ
と

埋
葬
さ
れ
、
お
経
が
あ
が
り
ま

す
。様

々
な
思
い
が
あ
っ
て
代
々

引
き
継
が
れ
て
き
た
お
墓
を
自

分
の
代
で
終
わ
ら
せ
な
い
と
い

け
な
い
と
い
う
の
は
、
本
人
に

と
っ
て
も
家
族
に
と
っ
て
も
苦

渋
の
決
断
で
あ
り
、
中
に
収
め

ら
れ
て
い
る
ご
遺
骨
を
遠
く
離

れ
た
場
所
に
埋
葬
す
る
と
い
う

の
は
、
若
い
う
ち
は
い
い
の
で

す
が
、
年
を
重
ね
る
と
中
々
お

参
り
に
行
く
こ
と
が
難
し
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

そ
ん
な
時
に
生
ま
れ
育
っ
た

地
に
、
代
々
護
っ
て
き
た
お
寺

に
永
代
に
わ
た
っ
て
納
骨
の
で

き
る
お
墓
が
あ
る
・
い
つ
で
も

手
を
合
わ
せ
ら
れ
る
場
所
が
あ

る
、
と
い
う
の
は
何
事
に
も
代

え
が
た
い
安
心
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
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大
光
寺
永
代
納
骨
墓
の
正
面

に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お

名
号
が
刻
印
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
お
名
号
の
字
体
は
、
当
山

に
所
蔵
す
る
本
願
寺
８
代
目
ご

門
主
、
蓮
如
上
人
に
よ
る
お
名

号
の
字
体
を
そ
の
ま
ま
刻
印
し

て
い
ま
す
の
で
、
他
の
ど
こ
に

も
な
い
唯
一
の
お
墓
で
す
。

ま
た
、
お
名
号
の
左
右
に
は
、

こ
れ
も
蓮
如
上
人
の
筆
に
よ
る

「
善
導
大
師
の
６
字
釈
」
が
刻

ぜ
ん
ど
う
だ
い
し

印
さ
れ
て
い
ま
す
。
善
導
大
師

の

６

字

釈

と

は

、

「
言
南
無
者

ご

ん

な

も

し

ゃ

即
是
帰
命

亦
是
発

そ
く
ぜ
き
み
ょ
う

や

く

ぜ
ほ
つ

願
回
向
之
義

言
阿

が

ん

え

こ

う

し

ぎ

ご

ん

あ

弥

陀

仏

者

即

是

其

行

み

だ

ぶ

っ

し

ゃ
そ
く
ぜ
ご
ぎ
ょ
う

以
斯
義
故

必
得
往

生
」
で
、

い

し

ぎ

こ

ひ
っ
と
く

お
う
じ
ょ
う

書
き
下
し
ま
す
と
、
「
南
無
と

い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
帰
命

な
り
、
ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の

義
な
り
。
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
は
、

す
な
は
ち
こ
れ
そ
の
行
な
り
。

こ
の
義
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
か

な
ら
ず
往
生
を
得
」
と
な
り
ま

す
。
ま
だ
少
し
わ
か
り
に
く
い

の
で
現
代
文
に
訳
し
て
み
ま
す

と
、
「
南
無
と
い
う
の
は
、
す

な
わ
ち
帰
命
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
こ
れ
は
、
発
願
廻
向

の
意
味
で
も
あ
る
。
阿
弥
陀
仏

と
い
う
の
は
、
す
な
わ

ち
衆
生
が
浄
土
に
往
生
す

る
行
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏

の
六
字
の
名
号
に
は
こ
の
よ
う

な
い
わ
れ
が
あ
る
か
ら
、
必
ず

往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
」
と
い
う
意
味
に
な
り

ま
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
墓
石
の
側
面
に
は
納

骨
者
の
名
前
を
彫
る
銘
板
が
あ

り
、
こ
こ
に
は
「
法
名
」
「
俗

名
」
「
命
日
」
「
年
齢
」
を
刻

印
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
方
は
大

光
寺
永
代
納
骨
墓
の

使
用
を
ご
検
討
く
だ

さ
い
。

・
既
に
お
墓
は
あ
る

が
、
後
継
者
が
お
ら

ず
墓
地
を
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
お
悩
み
の

方・
亡
く
な
っ
た
親
族

が
い
る
が
、
お
墓
を

建
て
る
予
定
の
な
い

方永
代
納
骨
墓
を
使
用
で
き
る
方

は
次
の
通
り
で
す
。

・
大
光
寺
の
門
徒
で
あ
る
方

（
次
ペ
ー
ジ
の
第
５
条
参
照
）

永
代
納
骨
墓
を
使
用
す
る
に

は
次
の
事
に
ご
承
諾
い
た
だ
き

ま
す

・
納
骨
は
他
の
方
と
一
緒
に
埋

葬
す
る
合
葬
墓
と
な
り
ま
す

・
一
度
埋
葬
し
た
遺
骨
は
取
り

出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

・
埋
葬
で
き
る
遺
骨
は
胴
骨
の

み(

改
葬
は
除
く)

と
な
り
ま
す
。

小
さ
い
骨
壺
は
必
ず
京
都
の

大
谷
本
廟
に
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
寺
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
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大光寺永代納骨墓の規則の一部を記載いたします。
（趣旨）

第１条 大光寺納骨墓管理規則（令和２年規則、以下「規則」という。）に基づき、納骨墓管理の細則は、こ

の内規の定めるところによる。

（納骨墓使用許可等）

第２条 納骨墓の使用許可申請にあたっては、次の各号に定める書類等を管理者に提出しなければならない。

一 大光寺永代納骨申込書

二 火葬（埋葬）許可証

三 その他管理者が必要と認めたもの

（納骨懇志）

第３条 納骨墓を使用しようとするものは、以下の通りの納骨懇志を納めなければならない

一 大光寺門徒 1体につき15万円以上

二 それ以外のもの 1体につき20万円以上

２ 納骨墓使用にかかる納骨懇志は、分納することができない。ただし特別の事由があり、管理者が認め

た場合はこの限りではない。

（その他懇志）

第４条 納骨墓に故人の名前を刻印する場合は別途2万円の懇志を納めなければならない

（大光寺門徒）

第５条 大光寺門徒とは毎年所定(概ね連続5年以上)の護持費を納め、大光寺の門徒台帳に記載されたものをい

う。

（納骨手続き）

第６条 納骨墓使用者は、納骨に際して、大光寺永代納骨申込書に火葬又は改葬許可書を添付して管理者に提

出しなければならない。

（銘板への刻印）

第７条 納骨墓にある銘板には、法名・俗名・命日・年齢以外刻印することはできない

（遺骨の返還）

第８条 永代納骨墓へ納骨された遺骨は一度埋葬すると出骨することはできない

（納骨墓の管理原則）

第９条 納骨墓使用者は、墓地内において他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるようなものを設置しては

ならない。

２ 納骨墓管理者は、納骨墓の共同部分の清掃のほか、適切な管理を負担するものとする。

（納骨墓台帳）

第10条 管理者は、次の各号に定める事項を記載した納骨墓台帳を整備しなければならない。

一 故人の法名・俗名・命日・年齢

二 納骨墓使用者の住所、氏名、所属寺及び埋葬年月日

三 その他納骨墓の管理運営に必要な事項



令
和
二
年
十
一
月
二
十
八

日
、
塩
出
山
西
法
寺
様

（
大
阪
府
柏
原
市
）
で
執
り
行

わ
れ
た
友
人
の
結
婚
式
の
お
手

伝
い
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

結
婚
式
と
い
え
ば
、
多
く
は

神
前
・
チ
ャ
ペ
ル
・
人
前
等
い

ろ
い
ろ
思
い
浮
か
べ
る
方
は
多

い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に

「
仏
前
」
を
思
い
浮
か
べ
る
方

は
少
な
い
の
で
は
な
い
の
か
な
ぁ

と
思
い
ま
す
。
悲
し
い
こ
と
で

す
が
・
・
・

人
間
と
し
て
生
を
受
け
、
生

ま
れ
た
ら
神
社
で
初
参
り
を
し
、

結
婚
式
は
十
字
架
の
前
、
死
ん

だ
ら
お
坊
さ
ん
を
呼
ん
で
お
葬

式
。
多
く
の
日
本
人
が
生
涯
を

通
じ
て
ハ
チ
ャ
メ
チ
ャ
な
宗
教

観
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
都
合
で
宗
教
を
選
ぶ

の
で
は
な
く
、
自
分
の
生
き
が

い
と
し
て
宗
教
を
選
ん
で
い
た

だ
け
た
ら
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
仏
前
で
の
結
婚
式
で

す
が
、
他
の
宗
旨
・
宗
教
の
結

婚
式
と
そ
ん
な
に
変
わ
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。
大
き
く
違
う
の
は
、

「
神
様
の
前
か
仏
様
の
前
か
」

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

本
堂
の
お
飾
り
は
打
敷
と
い

う
ち
し
き

う
三
角
形
の
織
物
で
彩
ら
れ
、

御
供
は
紅
白
餅
、
落
雁
等
を
御

ら
く
が
ん

供
え
し
ま
す
。
ま
た
、
結
婚
式

な
ど
の
祝
い
事
に
は
金
色
の
蝋

燭
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

今
回
の
結
婚
式
で
は
、
住
職

は
「
会
係
」(

え
が
か
り)

と
い

う
役
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
。

会
係
と
は
ざ
っ

く
り
言
え
ば

式
が
ス
ム
ー

ズ
に
進
行
す

る
よ
う
に
支

え
る
裏
方
さ

ん
で
す
。
お

寺
の
結
婚
式

に

は

他

に

「
司
婚
者
」

し
こ
ん
し
ゃ

「
会
役
者
」

え
や
く
し
ゃ

等
が
あ
り
ま

す
が
、
今
回

は

さ

ら

に

「
奏
楽
人
」

そ
う
が
く
に
ん

「
司
会
者
」

「
雄
蝶
雌
蝶
」

お
ち
ょ
う
め
ち
ょ
う

の
役
も
加
わ

り
、
厳
か
な
中
に
も
荘
厳
な
式

と
な
り
ま
し
た
。

「
司
婚
者
」
と
は
こ
の
結
婚
式

を
司
る
方
で
、
新
郎
新
婦
お
二

人
を
知
る
身
近
な
人
に
お
願
い

す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

神
前
で
は
牧
師
さ
ん
に
あ
た
る

の
で
し
ょ
う
か
。

「
会
役
者
」
と
は
お
寺
の
法
要

儀
式
に
お
け
る
最
高
責
任
者
で
、

式
全
体
の
流
れ
が
ス
ム
ー
ズ
に
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い
く
よ
う
指
示
し
ま
す
。

「
奏
楽
人
」
と
は
式
中
に
雅
楽

を
演
奏
す
る
方
々
で
す
。
今
回

は
5
名
の
奏
楽
人
さ
ん
が
演
奏

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

「
司
会
者
」
は
文
字
通
り
式
の

進
行
を
司
会
し
て
い
た
だ
く
方
。

「
雄
蝶
雌
蝶
」
は
結
婚
式
を
彩

る
方
で
、
新
郎
新
婦
入
退
出
の

際
の
先
導

役
。
ま
た
、

式
杯
の
儀

で
の
三
・

三
・
九
度

を
し
て
い

た
だ
く
方
々

で
、
今
回

は
西
法
寺

様
の
日
曜

学
校
を
卒

業
し
た
大

学
生
2
名

が
行
っ
て

く
れ
ま
し

た
。事

前
に

何
度
も
何

度
も
打
ち

合

わ

せ
を
し
、
な
る
べ
く

ミ
ス
の
な
い
よ
う

練
習
を
繰
り
返

し
て
の
本
番
と

な
り
ま
し
た
。

雅
楽
の
荘
厳

な

る

音

色

の
元
、
庭
儀
と
呼
ば

て
い
ぎ

れ
る
儀
礼
に
て
境
内
を
練

け
い
だ
い

り
歩
き
、
式
場
で
あ
る
本
堂
に

楽
人
・
雄
蝶
雌
蝶
・
新
郎
新
婦
・

媒
酌
人
が
入
堂
し
、
式
は
始
ま

り
ま
す
。
お
寺
で
す
の
で
、
最

初
に
お
勤
め
が
あ
り
ま
す
。
司

婚
者
の
御
導
師
の
も
と
、
「
讃

お
ん
ど
う
し

仏
偈
」
が
勤
め
ら
れ
、
そ
の
後

「
司
婚
・
誓
い
の
こ
と
ば
」

「
結
婚
指
輪
交
換
」
「
念
珠
授

与
」
「
焼
香
」
と
い
う
流
れ
で

進
ん
で
い
き
ま
す
。

「

お

勤

め

」

や

「
念
珠
授
与
」

「
焼
香
」
と

い
っ
た
式
の

流
れ
は
、
皆

様
に
は
「
え
！
」

と
思
う
よ
う
な

プ
ロ
グ
ラ
ム
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
司
婚
・

誓
い
の
こ
と

ば

以

外

の

部

分
に

は

す

べ
て

雅

楽

が

生

演

奏
で
入
る
の

で
す
。
す
ご
く

厳
か
で
、
緊
張
感
あ

ふ
れ
る
儀
式
に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
も
雅
楽
の

演
奏
の
中
「
式
杯
」

し
き
は
い

と
い
う
儀
式
、

（

三
・

三
・

九
度
と
表
現

し
た
方
が
皆

様

に

は
わ

か

り
や
す
い
で
し
ょ

う
か
）
が
あ
り
、

司
婚
者
の
祝

辞
を
い
た
だ
き

結
婚
式
は
終

了
と

な
り

ま
す
。

も
ち
ろ

ん
そ

の
後

は
場
所
を
か

え
て
の
披
露
宴
。

参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
皆
様

よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
と

思
い
ま
す
の
で
、
披

露
宴
の
説
明
は
省
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

１
つ
だ
け
。
今
回
は

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
披

露
宴
で
し
た
。
通
常
で
あ

れ
ば
１
テ
ー
ブ
ル
に
８
人
か
ら

10
人
く
ら
い
座
れ
る
テ
ー

ブ
ル
で
す
が
、
今

回
お
伺
い
さ

せ
て

い
た

だ
い
た
披

露
宴
は
１

テ
ー
ブ
ル

４
人
か
ら

５

人

で

し

た
。

新
郎
新
婦
・
ご

家
族
の
皆
様
に
は
悩
み
に
悩
ん

で
の
式
だ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま

す
が
無
事
に
式
が
滞
り
な
く
勤

め
ら
れ
た
こ
と
に
住
職
は
安
堵

し
、
式
が
終
わ
っ
て
か
ら
お
二

人
を
ゆ
っ
く
り
祝
福
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
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今
回
も
私
の
友
人
で
あ
る
、
北

海
道
の
名
和
先
生
か
ら
仏
さ
ま

の
お
話
を
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し

た
。コ

ロ
ナ
禍
の
混
乱
の
中
、

一
年
が
終
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。
社
会
全
体
が
ス
ト

レ
ス
を
抱
え
、
差
別
や
誹
謗
中

傷
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も

「
炎
上
」
と
い
っ
て
、
あ
る
人

の
行
動
や
発
言
が
厳
し
く
非
難

さ
れ
て
し
ま
う
状
況
が
多
く
見

受
け
ら
れ
ま
す
。
過
ち
を
犯
し

た
方
は
テ
レ
ビ
や
雑
誌
等
で
、

も
う
立
ち
直
れ
な
い
の
で
は
と

心
配
す
る
ほ
ど
バ
ッ
シ
ン
グ
を

受
け
る
様
子
に
は
異
常
さ
さ
え

感
じ
ま
す
。
も
し
私
達
が
こ
の

社
会
の
中
で
少
し
で
も
生
き
に

く
さ
を
感
じ
て
い
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
「
寛
容
さ
の
欠
如
」
に

一
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

昭
和
の
時
代
の
方
で
、
熊
本

県
の
小
学
校
の
先
生
に
徳
永
康

起
先
生
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
素
晴
ら
し
い
教
育

者
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の

先
生
が
受
け
持
っ
た
ク
ラ
ス
に

A

君
と
い
う
男
の
子
が
い
ま
し

た
。
そ
の
子
の
家
庭
環
境
は
複

雑
で
、
ご
両
親
は
出
来
の
い
い

お
兄
さ
ん
に
は
何
で
も
買
い
与

え
て
い
た
の
で
す
が
、A

君
の

頼
む
こ
と
に
は
耳
も
か
さ
な
い

ほ
ど
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

あ
る

日

、

他
の

生

徒

が

「
ナ
イ
フ
が
な
く
な
っ

た
」
と
み
ん
な
の
前
で
い
い
ま

し
た
。
嫌
な
予
感
が
し
た
徳
永

先
生
は
生
徒
た
ち
に
校
庭
で
遊

ん
で
く
る
よ
う
に
指
示
し
ま
し

た
。
誰
も
い
な
く
な
っ
た
教
室

で
A
君
の
机
の
中
を
恐
る
恐
る

覗
く
と
、
中
は
キ
ラ
キ
ラ
新
品

な
の
に
、
外
側
は
削
っ
て
墨
を

黒
く
塗
っ
て
、
古
く
見
せ
よ
う

と
し
た
ナ
イ
フ
が
み
つ
か
り
ま

し
た
。
徳
永
先
生
は
、
自
分
だ
っ

た
ら
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
や
っ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
、
か

わ
い
そ
う
で
仕
方
な
く
、
盗
ん

だ
こ
と
を
責
め
た
と
こ
ろ
で
何

も
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。

す
ぐ
に
自
転
車
で
街
の
金
物
屋

さ
ん
に
行
き
、
新
し
い
ナ
イ
フ

を
買
い
、
教
室
に
戻
っ
た
徳
永

先
生
は
、
無
く
な
っ
た
と
い
う

生
徒
の
本
に
挟
ん
で
一
番
奥
に

い
れ
て
お
き
ま
し
た
。
教
室
か

ら
帰
っ
て
き
た
生
徒
に
、
も
う

一
度
机
の
中
を
調
べ
る
よ
う
に

言
う
と
「
先
生
、
あ
り
ま
し
た
、

す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
と
そ

の
子
は
謝
り
ま
し
た
。
そ
の
時

徳
永
先
生
は
一
秒
の
何
百
分
の

一
か
A
君
を
ち
ら
っ
と
見
る
と
、

涙
を
い
っ
ぱ
い
た
め
て
、
じ
っ

と
先
生
の
ほ
う
を
見
上
げ
て
い

た
そ
う
で
す
。

そ
れ
か
ら
時
が
経
ち
、
昭

和
19
年
5
月
11
日
、
い

よ
い
よ
明
日
は
米
軍
と
の
空
中

戦
と
い
う
と
き
、
出
征
し
て
い

た
A
君
は
生
き
て
帰
ら
れ
な
い

と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
先
生

に
絶
筆
を
送
っ
た
の
で
す
。

「
先
生
、
あ
の
時
は
僕
を
黙
っ

て
許
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
死
に
臨
む
に
あ
た
っ
て

私
は
先
生
に
繰
り
返
し
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
と
申
し
上

げ
ま
す
」
と
何
回
も
書
い
て
あ

り
、
そ
の
手
紙
は
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
涙
で
に
じ
ん
で
い
ま
し
た
。

「
先
生
、
僕
の
よ
う
な
子
が
い

た
ら
、
ど
う
ぞ
助
け
て
く
だ
さ

い
、
先
生
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
」

と
い
う
言
葉
を
最
期
に
、
A
君

は
ニ
ュ
ー
ギ
ア
の
空
で
い
の
ち

を
落
と
し
ま
し
た
。

人
間
の
弱
い
部
分
を
よ
く
ご
存

知
だ
っ
た
徳
永
先
生
は
、
彼
を

と
が
め
る
こ
と
な
く
事
を
収
め

た
の
で
し
た
。
も
し
先
生
が
A

君
の
こ
と
を
み
ん
な
の
前
で
叱
っ

て
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
ど
う
せ
自
分
は

ダ
メ
な
ん
だ
と
い
う
失
望
感
か

ら
、
人
を
信
頼
す
る
心
が
育
ま

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
「
あ
の
ナ
イ
フ
事

件
以
来
、
徳
永
先
生
の
よ
う
な

人
生
を
送
り
た
い
と
思
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
A
君

は
、
い
か
よ
う
な
私
で
あ
っ
て

も
見
捨
て
ぬ
人
が
い
て
く
れ
る

と
い
う
安
心
感
に
支
え
ら
れ
つ

つ
そ
の
短
き
人
生
を
送
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。

仏
心
と
は
大
慈
悲
こ
れ
な
り
。

無
縁
の
慈
を
も
っ
て
も
ろ
も
ろ

の
衆
生
を
接
し
た
も
ふ

『
仏
説
観
無
量
寿
経
』

人
間
、
良
い
こ
と
ば
か
り
し
て

生
き
ら
れ
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、

な
か
な
か
そ
う
簡
単
に
は
い
き

ま
せ
ん
。
ど
れ
だ
け
賢
い
人
で

あ
っ
て
も
悪
縁
に
触
れ
た
な
ら

ば
、
過
ち
を
起
こ
し
か
ね
な
い

危
う
さ
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
こ
と
を
も
よ
く
ご
存
知
の

上
で
、
だ
か
ら
こ
そ
見
捨
て
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
の
こ
と
を
、

お
経
に
は
「
無
縁
（
＝
無
条
件
）

の
慈
悲
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の

で
す
。

他
者
と
の
違
い
を
認
め
ら

れ
ず
、
過
ち
を
「
許
し

合
う
」
こ
と
の
で
き
な
い
社
会

は
息
苦
し
い
も
の
で
す
。
至
ら

な
い
自
分
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
自
分
を
ま
る
ご
と
受
け
止
め

て
く
れ
る
方
、
あ
る
い
は
言
葉

に
出
遇
っ
た
と
き
、
他
人
の
粗

（
あ
ら
）
や
、
過
ち
も
許
す
こ

と
が
で
き
、
ま
た
い
い
と
こ
ろ

も
見
え
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
年
の
瀬
に
あ
た
り
、
コ
ロ

ナ
禍
の
内
に
あ
り
つ
つ
も
、
心

豊
か
に
生
き
る
道
を
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
心
に
尋
ね
、
来
た
る
年

も
ま
た
お
念
仏
の
日
々
を
送
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
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西
本
願
寺
第
二
十
五
代
御
門

主
、
専
如
さ
ま
が
「
令
和
版

仏
の
教
え
」
を
お
書
き
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
Q
ア
ン
ド
A
式
の

本
で
、
大
変
読
み
や
す
い
な
、

と
い
う
の
が
私
の
感
想
で
す
。

大
光
寺
の
ご
門
徒
の
皆
様
に
も

是
非
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
た

い
一
冊
で
す
。
以
下
、
本
願
寺

出
版
社
HP
よ
り

序

章

不
安
な
時
代
に
向
き

合
う
た
め
に

第
１
章

「
生
き
る
こ
と
」
に

悩
ん
だ
と
き
に

第
２
章

亡
く
な
っ
た
人
と
の

つ
き
あ
い
方

第
３
章

親
鸞
さ
ま
が
教
え
て

く
れ
た
生
き
方
と
は

第
４
章

仏
さ
ま
に
お
ま
か
せ

し
て
生
き
抜
く
た
め

に

念
仏
者
が
お
念
仏
と
と
も
に

生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
ま
ま
自
分
以
外
の
誰
か
の

た
め
に
、
具
体
的
な
行
動
を
と

も
な
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
誰
か
」
と
は
、
家
族
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
友
人
、
知
人
、
あ

る
い
は
出
会
っ
た
こ
と
も
な
い

人
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
具
体
的
な
行
動
」
と
は
、
多

く
の
人
と
の
つ
な
が
り
を
思
い
、

相
手
を
思
い
や
っ
て
そ
の
時
々

の
状
況
に
応
じ
て
行
動
す
る
こ

と
で
す
。
大
事
な
こ
と
は
、
ほ

ん
の
些
細
な
こ
と
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
さ
ま

の
お
心
に
か
な
う
生
き
方
か
ど

う
か
を
確
か
め
な
が
ら
、
で
き

る
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
、
行

動
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
と
い
う
困
難
な
状
況
の

中
で
本
書
が
発
刊
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
が
、
私
た
ち
僧
侶
自
身
に

と
っ
て
も
、
そ
し
て
、
現
代
に

生
き
る
一
人
ひ
と
り
の
方
に
と
っ

て
も
、
み
教
え
に
触
れ
る
機
会

に
な
り
、
す
べ
て
の
人
々
が
心

豊
か
に
共
に
生
き
る
こ
と
の
で

き
る
社
会
の
実
現
の
機
縁
と
な

り
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て

い
ま
す
。

―
―
本
書
「
お
伝
え
し
た
い
こ

と
～
序
文
に
か
え
て
」
よ
り

（
株
）
幻
冬
舎

発
行

書
籍
は
㈱
幻
冬
舎
並
び
に
本

願
寺
出
版

社
で
お
買

い
求
め
い

た
だ
け
ま

す
。

法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
浄
土
真
宗
の
み
教

え
を
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
へ
の
感
謝
と
、
そ
の
教
え

に
出
遇
え
た
こ
と
の
喜
び
を
込

め
て
、
聖
人
の
ご
誕
生
を
祝
い
、

「
立
教
開
宗
」
に
感
謝
す
る
慶

讃
法
要
を
と
も
に
お
勤
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年

第
１
期

3
月
29
日
（
水
）
～

4
月
3
日
（
月
）

第
２
期

4
月
10
日
（
月
）
～

4
月
15
日
（
土
）

第
３
期

4
月
24
日
（
月
）
～

4
月
29
日
（
土
）

第
４
期

5
月
6
日
（
土
）
～

5
月
11
日
（
木
）

第
５
期

5
月
16
日
（
火
）
～

5
月
21
日
（
日
）

場
所

西
本
願
寺

時
間

基
本
的
に
は

午
前
一
〇
時

午
後
二
時

の
一
日
二
座

・
時
間
変
更

の
日
も
あ
る
。
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親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年

二
〇
二
三
（
令

和
五
）
年
は
宗
祖

親
鸞
聖
人
の
ご
誕

生
か
ら
850

年
目
に

あ
た
り
ま
す
。
ま

た
、
そ
の
翌
年
に

は
親
鸞
聖
人
が
、

『
顕
浄
土
真
実
教

行
証
文
類
（
教
行

信
証
）
』
を
著
さ

れ
、
浄
土
真
宗
の

み
教
え
を
開
か
れ

た
「
立
教
開
宗
」

か
ら
800

年
を
お
迎

え
す
る
年
と
な
り

ま
す
。

『
教
行
信
証
』

は
、
私
た
ち
浄
土

真
宗
の
門
徒
が
日

頃
か
ら
お
勤
め
を

す
る
「
正
信
偈
」

を
は
じ
め
と
し
て

浄
土
真
宗
成
立
の

根
本
が
親
鸞
聖
人

に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
大
切
な
書
物
で

す
。京

都
西
本
願
寺

で
は
、
二
〇
二
三

（
令
和
五
）
年
三

月
か
ら
五
月
に
、

5
期
30

日
間
に
わ

た
り
、
そ
の
慶
讃
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ご祥月法要のお参りについて

住職を継職してから、月忌参り（常逮夜）を休止しておりま

す。

祥月命日（故人の正当のご命日）はお参りさせていただきま

すので、ご希望の方はお寺までご連絡ください。

大光寺 0736-42-3055

護

持

費

の

納

入

を

お

願

い
い

た

し

ま

す

毎年すべてのご門徒様に護持費(10,000円)の納入をお願いしてい

ます。お納めいただきました護持費は本堂をはじめとする諸堂宇の

維持管理や、仏さまへの御仏飯・お花・お線香等のお供えに充てさ

せていただきます。何かと厳しい折大変恐縮ですが、ご理解・ご協

力賜りますようお願い申し上げます。

住職直通の携帯電話はコチラ⇒ ０９０－７４８８－５７６５

お
願
い

ご法事等、お参りのお電話をいただく際、日程に比較的余裕をもっ

てご連絡くださいますようお願いいたします。少なくとも希望日の1カ

月前を目途に、候補日を2つか3ついただけると大変助かります。職場

での勤務調整をしなければいけませんので、ご協力くださいますよう

お願い申し上げます。

本
堂

法事等で本堂を使用する場合、本堂使用冥加金とし

て金10,000円のご進納をお願いしています。

大
光
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
開
設
し
ま
し
た
。

ご
門
徒
様
向
け
の
情

報
を
発
信
し
て
い
き

ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
！


