
（1）

平
成
三
十
一
年
元
旦

信
楽
寺
住
職　

楽　

誉　

広　

平

　
　

副
住
職　

強　

誉　

量　

介

　
　

総　

代　

一　

同

第　132　号

信 楽 寺
〒690－0052
松 江 市 竪 町 88
TEL（0852）21－1589
FAX（0852）21－1590
郵便振替口座番号
01450－3－13538
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E-mail : shingyouji@mable.ne.jp

10月22日　於安来市総合文化ホール（アルテピア）
出雲教区檀信徒大会に参加致しました。

【 修
しゅしょうえ

正会（初参り）】
元旦午前0時より本堂でおつとめをいたします。

【
新
年
賀
会
の
ご
案
内
】

　

◆
日　

時　

平
成
31
年
1
月
20
日
（
日
）
11
時
よ
り

　

◆
会　

費　

２
、５
０
０
円

　
　
　

11
時
よ
り　

お
つ
と
め
・
挨
拶

　
　
　

11
時
30
分
よ
り
余
興

　

◆
申
込
み　

1
月
15
日
ま
で

　
　
　

同
封
ハ
ガ
キ
（
62
円
切
手
を
貼
る
）
か
、

　
　
　

電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
て
申
込
み
下
さ
い
。

　
　
　

TEL
２
１

－

１
５
８
９
・
FAX
２
１

－

１
５
９
０

　

◆
余　

興

　
　
　

◎
漫
才
コ
ン
ビ　

よ
し
こ
じ
ゅ
ん
じ

皆
さ
ん
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

◎
ｆ
ｉ
ｒ
ｅ

－

ｂ
ｉ
ｒ
ｄ
に
よ
る

　
　
　
　
　

歌
と
サ
ッ
ク
ス
の
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト

31年のスタートもお念仏から!!
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
一
昨
年
に
先
代
が
遷
化

往
生
致
し
ま
し
た
際
は
、
皆
様
か

ら
ご
厚
志
を
賜
り
誠
に
有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
昨
年
は
予
定
し
て

お
り
ま
し
た
正
月
行
事
を
総
て
中

止
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

早
い
も
の
で
あ
れ
か
ら
1
年
、

当
た
り
前
に
お
正
月
を
迎
え
さ
せ

て
頂
け
る
こ
と
の
有
り
難
さ
を
、

今
更
な
が
ら
尊
く
感
じ
て
お
り
ま

す
。

　

新
元
号
が
決
ま
る
新
た
な
年

が
、
お
檀
家
皆
様
に
と
っ
て
、
信

楽
寺
に
と
っ
て
も
一
層
希
望
と

夢
に
輝
く
年
と
な
り
ま
す
よ
う
に

願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

昨
年
は
浄
土
宗
で
制
定
す
る
指

定
布
教
に
出
雲
教
区
を
代
表
し

行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
指
定
布
教

と
は
浄
土
宗
が
指
定
す
る
遠
方
の

地
へ
出
掛
け
法
然
上
人
の
お
念
仏

の
み
教
え
を
正
し
く
弘
め
伝
え
て

い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

　

過
去
に
は
大
分
、
福
井
、
熊
本

と
2
年
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
出
か

け
ま
し
た
が
、
今
回
は
三
重
県
伊

賀
教
区
に
3
日
間
で
8
ヶ
寺
を

回
ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
前
後
泊

を
入
れ
る
と
4
泊
5
日
の
長
旅
、

8
ヶ
寺
の
お
寺
さ
ん
が
私
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ
せ
て
法
要
を
準

備
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
間
、

何
が
あ
っ
て
も
帰
っ
て
来
れ
な

い
。
そ
れ
が
一
番
の
不
安
で
し
た
。

　

も
し
も
お
檀
家
さ
ん
に
不
幸
が

あ
っ
た
場
合
は
、
近
隣
の
お
寺
さ

指
定
布
教
を
終
え
て

住
職　

楽ぎ
ょ
う
よ誉

　
広
平

ん
に
お
葬
式
を
代
わ
り
に
し
て
頂

く
し
か
な
い
状
況
で
し
た
が
、
幸

い
に
も
5
日
間
を
無
事
に
終
え
る

事
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
回
回
ら
せ
て
頂
い
た
お
寺
様

は
、
伊
賀
市
中
心
部
も
あ
り
ま
し

た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
、
中
心
か
ら

車
で
30
分
以
上
は
か
か
る
場
所
に

あ
り
ま
し
た
。
山
を
一
つ
二
つ
越

え
、
一
面
田
ん
ぼ
が
広
が
る
中
に

あ
る
小
さ
な
村
に
数
十
軒
の
お
檀

家
さ
ん
で
支
え
て
お
い
で
に
な
ら

れ
る
、
そ
ん
な
お
寺
を
回
ら
せ
て

頂
き
ま
し
た
。

　

浄
土
宗
寺
院
が
全
国
に
七
千
ヶ

寺
あ
る
と
云
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の

半
数
近
く
は
、
そ
ん
な
小
さ
な
村

の
数
少
な
い
お
檀
家
さ
ん
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
お
寺
が
全
国

に
沢
山
あ
る
。
そ
の
現
実
を
も
っ

と
知
る
べ
き
で
あ
る
と
実
際
に
訪

れ
て
感
じ
ま
し
た
。
数
十
軒
の
お

檀
家
さ
ん
が
、
減
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
増
え
る
事
は
な
い
。
自
分
た

ち
の
お
寺
を
存
続
維
持
し
よ
う

と
、
ご
住
職
と
一
致
団
結
し
て
必

死
に
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
姿
に
頭

が
下
が
る
思
い
が
し
ま
し
た
。
と

同
時
に
当
山
が
お
寺
の
仕
事
だ
け

で
生
活
さ
せ
て
も
ら
え
て
い
る
現

状
を
大
変
に
有
り
難
く
、
恵
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
な
け
れ
ば

と
い
う
思
い
を
痛
感
致
し
ま
し

た
。

　

ど
ち
ら
の
お
寺
様
で
も
私
の
話

を
真
剣
に
聞
い
て
下
さ
い
ま
し

た
。
話
の
最
後
に
は
先
代
が
遷
化

し
た
時
の
話
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。

　
「
元
気
な
時
か
ら
お
念
仏
を
沢

山
お
称
え
し
て
、
お
檀
家
さ
ん

の
教
化
に
一
生
懸
命
勤
め
て
い
た

先
代
が
、
い
ざ
お
迎
え
を
い
た
だ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
肝
心
な
時

に
、
一
遍
の
お
念
仏
も
申
す
こ
と

が
出
来
な
く
な
っ
た
。
そ
の
姿
を

見
て
私
は
と
て
も
残
念
に
思
い
、

先
代
の
信
仰
に
疑
問
を
抱
い
た
」

と
そ
の
時
に
感
じ
た
気
持
ち
を
素

直
に
述
べ
ま
し
た
。

　
「
今
は
健
康
で
お
寺
に
お
参
り
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境内には国内一小さな三重の塔が建つ開化寺。
文明開化時代に開基されたことからその寺名がつけられました。

す
る
こ
と
が
出
来
、
お
念
仏
が
称

え
ら
れ
る
私
達
も
、
い
つ
、
ど
の

よ
う
な
形
で
、
お
寺
に
お
参
り
す

る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

大
丈
夫
で
す
よ
。
な
ぜ
大
丈
夫
な

の
か
？
そ
れ
は
今
お
称
え
す
る
お

念
仏
の
功
徳
で
間
違
い
無
く
阿
弥

陀
仏
様
の
お
迎
え
を
頂
き
、
西
方

極
楽
の
世
界
に
救
い
取
っ
て
も
ら

え
る
こ
と
を
、
約
束
し
て
も
ら
っ

て
い
る
私
達
で
あ
る
か
ら
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
見
え
な
い
先
の
老
後

の
事
を
心
配
す
る
の
で
は
無
く
、

今
お
寺
に
通
え
る
間
に
し
っ
か
り

お
参
り
頂
き
、
お
念
仏
を
お
称
え

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。」

と
結
び
、
最
後
に
病
院
の
集
中
治

療
室
で
先
代
の
耳
元
に
臨
終
の
お

念
仏
を
お
称
え
し
た
時
の
話
を
し

ま
し
た
。
先
代
は
偶
然
だ
っ
た
の

か
、
い
よ
い
よ
自
分
に
そ
の
時
が

来
た
と
自
覚
で
き
た
の
か
、
お
浄

土
に
旅
立
て
る
喜
び
だ
っ
た
の
か

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
先
代
の
目
か

ら
一
筋
の
涙
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。

私
は
そ
れ
を
目
に
し
た
時
に
「
あ

あ
、
間
違
い
無
く
私
の
念
仏
は
届

い
た
の
だ
な
。
仏
様
の
お
迎
え
を

頂
き
旅
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の

だ
」
と
強
く
確
信
す
る
こ
と
が
出

来
た
瞬
間
で
あ
っ
た
事
を
お
話
さ

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

充
実
と
安
堵
し
た
気
持
ち
で
な

ん
と
か
3
日
間
の
日
程
を
終
え
、

伊
賀
の
里
を
後
に
致
し
ま
し
た
。

先
代
の
一
周
忌
を
終
え
て

　

当
山
の
十
夜
法
要
か
ら
、
し
ば

ら
く
行
事
が
続
き
、
そ
の
上
、
原

因
不
明
の
歯
痛
に
も
悩
ま
さ
れ

（
原
因
は
か
な
り
重
傷
の
虫
歯
で

し
た
）
な
が
ら
、
11
月
25
日
先
代

の
一
周
忌
を
本
堂
に
て
、
松
江
組

の
ご
寺
院
様
、
総
代
様
、
ご
く
近

し
い
親
族
に
お
参
り
頂
き
勤
め
ま

し
た
。

　

先
に
も
書
い
た
様
に
、
11
月
の

多
く
の
行
事
で
忙
し
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
準
備
不
足
に
加
え
、
や

り
慣
れ
て
い
る
法
事
と
い
う
油
断

も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
多
く
の

失
敗
が
あ
り
ま
し
た

　

お
墓
の
花
を
用
意
す
る
事
を
直

前
ま
で
忘
れ
て
い
た
り
、
導
師
を

つ
と
め
て
頂
い
た
善
導
寺
さ
ん
が

読
み
上
げ
る
回
向
紙
に
、
平
成

29
年
を
30
年
と
書
き
間
違
え
て
い

た
り
、
先
代
か
ら
「
も
っ
と
気
を

入
れ
て
法
事
を
勤
め
ん
と
い
か
ん

ぞ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
一

周
忌
の
法
事
で
あ
り
ま
し
た
。

　

法
事
の
後
、
場
所
を
変
え
お
斎

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
お
参
り
い

た
だ
い
た
皆
さ
ん
か
ら
自
己
紹
介

を
兼
ね
て
、
先
代
の
思
い
出
を

語
っ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

先
代
に
と
っ
て
甥
や
姪
で
あ
る

私
達
に
は
、
先
代
は
「
お
っ
つ
あ

ん
」
で
あ
り
一
杯
が
入
る
と
「
酔

狂
」
と
呼
ば
れ
る
何
で
も
欲
し

い
物
を
買
っ
て
く
れ
る
、
お
ね
だ

り
甲
斐
の
あ
る
人
で
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
ん
な
思
い
出
を
好
き
勝
手

に
話
し
て
賑
や
か
に
出
来
た
事
を

先
代
が
一
番
喜
ん
で
い
る
と
思
い

ま
し
た
。
副
住
職
で
あ
る
量
介
は

先
代
が
い
つ
も
口
癖
の
よ
う
に

言
っ
て
い
た
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
な

い
と
言
い
ま
し
た
。

　
「
わ
し
は
若
い
時
に
毎
朝
木
魚

で
お
念
仏
を
お
称
え
し
て
、
お
勤

め
し
て
い
る
自
分
の
右
手
が
、
自

分
の
意
思
と
は
関
係
無
く
動
く
こ

と
に
感
動
し
て
、
た
だ
生
き
て
る

の
で
は
な
く
、
生
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
愕
然
と
し
た
。
こ
の
気
持

ち
を
一
生
突
き
詰
め
て
い
く
こ
と

に
住
職
と
し
て
の
遣
り
甲
斐
を
見

つ
け
た
ん
だ
」
と
先
代
か
ら
聞
か

さ
れ
た
話
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し

た
。
私
も
本
人
か
ら
何
回
も
聞
き
、

お
檀
家
さ
ん
に
も
先
代
の
専
売
特

許
の
話
の
様
に
語
っ
て
い
ま
し

た
。

　

昭
和
14
年
、
先
代
の
兄
で
あ
る

長
男
様
が
戦
死
、
そ
の
2
ヶ
月
後

に
父
で
あ
る
先
々
代
は
長
男
戦
死

の
報
告
を
聞
き
、
シ
ョ
ッ
ク
の
あ

ま
り
続
い
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。

本
人
も
戦
地
か
ら
帰
っ
て
来
れ
な

い
事
を
覚
悟
の
上
の
学
徒
出
陣
、

ど
ち
ら
の
お
寺
、
家
庭
で
も
大
変

な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
一
度
死
を
覚
悟
し
た
先
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信
行
奉
仕
団
に
参
加
し
て

多
久
和
和
男

和順会館にて　左側が私です

向
・
輪
番
法
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

朝
食
後
、
解
団
式
も
終
わ
り
、

法
然
上
人
の
み
教
え
を
信
じ
、
今

ま
で
以
上
に
お
念
仏
を
毎
日
お
称

え
続
け
て
い
く
決
意
を
新
た
に
致

し
ま
し
た
。

　

来
年
は
5
回
目
に
な
り
ま
す
。

是
非
継
続
し
て
参
加
さ
せ
て
頂
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
知
恩
院

を
後
に
大
阪
な
ん
ば
グ
ラ
ン
ド
花

月
「
吉
本
新
喜
劇
」
で
腹
の
底
か

ら
笑
い
、
次
の
目
的
地
の
「
め
ん

た
い
パ
ー
ク
」
に
寄
り
、
松
江
駅

南
口
到
着
。
自
宅
へ
帰
り
無
事
に

帰
り
ま
し
た
事
を
、
す
ぐ
に
仏
壇

の
前
に
座
り
、
お
念
仏
を
お
称
え

し
報
告
致
し
ま
し
た
。

合　

掌

　

お
て
つ
ぎ
信
行
奉
仕
団
に
、
今

年
で
4
回
目
の
参
加
に
な
り
ま
し

た
。
心
身
と
も
に
新
た
な
気
持
ち

で
、
本
山
知
恩
院
へ
浄
土
宗
松

江
組
の
皆
さ
ん
と
共
に
参
加
す
る

こ
と
を
楽
し
み
に
、
同
町
内
の
東

林
寺
の
檀
家
の
方
と
誘
い
合
わ
せ

て
、
長
女
の
車
で
朝
5
時
過
ぎ
に
、

松
江
駅
南
口
ま
で
送
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。

　

信
楽
寺
檀
家
さ
ん
と
会
え
る
の

を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
が
、

少
数
の
3
人
の
参
加
で
何
だ
か
寂

し
い
気
が
し
ま
し
た
。

　

浄
土
宗
の
松
江
組
檀
信
徒
の
皆

さ
ん
と
、
本
山
知
恩
院
へ
と
松
江

駅
南
口
を
5
時
30
分
に
出
発
し
ま

し
た
。
途
中
、
蒜
山
Ｓ
Ａ
と
加
西

Ｓ
Ａ
の
2
か
所
で
休
憩
し
知
恩
院

へ
到
着
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
結
団
式
で
阪
本
憲
治

さ
ん
が
信
行
奉
仕
団
を
代
表
し

「
信
行
奉
仕
の
誓
い
」
を
力
強
く
宣

言
さ
れ
、
身
が
引
き
締
ま
る
思
い

が
し
ま
し
た
。

　

結
団
式
終
了
後
、
法
然
上
人
御

堂
に
参
拝
し
、
正
面
の
阿
弥
陀
如
来

様
に
届
く
よ
う
に
心
か
ら
別
時
念

仏
を
お
称
え
し
ま
し
た
。

　

終
了
後
昼
食
を
頂
き
ま
し
た
。

お
昼
休
憩
後
、
念
仏
礼
拝
（
三
唱

礼
）
ご
法
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

清
掃
奉
仕
作
業
終
了
後
、
御
廟

に
参
拝
し
大
鐘
楼
を
見
学
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
和
順
会
館
に
て
ご

法
話
が
あ
り
、
夕
食
・
入
浴
で
一

日
目
の
行
事
が
終
わ
り
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
、
早
朝
5
時
20
分
に

起
床
、
法
然
上
人
御
堂
に
て
御
回

代
に
は
無
意
識
の
内
に
手
が
動
く

事
に
愕
然
と
し
た
の
も
、
大
げ
さ

な
表
現
で
は
な
く
、
素
直
に
そ
う

感
じ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
話
が
次
の
世
代
で
あ
る
副

住
職
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
私

は
喜
び
を
感
じ
ま
し
た
。

　

語
り
伝
え
な
け
れ
ば
自
然
と
昔

の
事
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
自
分
自

身
の
物
忘
れ
が
多
く
な
り
、
最
近

特
に
そ
う
感
じ
ま
す
。
そ
の
意
味

で
今
の
う
ち
に
語
っ
て
お
か
な
け

れ
ば
風
化
し
て
し
ま
い
そ
う
な
記

憶
を
、
何
と
か
た
ぐ
り
寄
せ
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
つ

き
か
げ
」
は
先
代
の
意
思
を
語
り

継
ぐ
、
信
楽
寺
に
と
っ
て
寺
宝
と

す
べ
き
大
切
な
記
録
で
あ
り
ま

す
。
過
去
の
先
代
の
書
き
物
を
読

み
直
す
と
、
今
更
な
が
ら
、
簡
単

な
言
葉
で
分
か
り
易
く
、
単
語
を

選
び
な
が
ら
の
文
章
に
文
才
に
あ

ふ
れ
て
い
た
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

年
と
共
に
外
見
が
先
代
そ
っ
く
り

だ
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

文
才
に
あ
ふ
れ
た
文
章
に
少
し
で

も
近
づ
い
て
行
け
る
よ
う
に
、
頭

を
絞
り
な
が
ら
の
原
稿
で
あ
り
ま

す
。
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私
た
ち
が
信
楽
寺
さ
ん
に
縁
を
結

ば
せ
て
頂
い
た
の
は
、
昭
和
49
年
の

12
月
で
し
た
。
私
は
益
田
の
生
ま
れ

で
妻
の
憲
子
は
広
瀬
町
西
比
田
の
出

身
。
松
江
で
結
婚
し
て
8
年
目
の
12

月
に
長
女
の
真
美
子
が
不
慮
の
事
故

で
亡
く
な
り
、
私
の
実
家
が
「
浄
土

宗
」
と
言
う
こ
と
で
信
楽
寺
を
紹
介

し
て
も
ら
っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

　

悲
し
み
と
無
気
力
の
中
で
葬
儀
を

終
え
、
前
住
職
に
は
逮
夜
毎
に
家
に

来
て
供
養
し
て
頂
き
、
夕
食
を
共
に

し
て
頂
き
ま
し
た
。
何
も
分
か
ら
な

い
若
い
私
た
ち
夫
婦
の
心
に
寄
り

沿
っ
て
頂
き
、
説
法
を
聞
く
内
に
だ

ん
だ
ん
と
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
こ

と
が
で
き
た
の
を
昨
日
の
こ
と
の
様

に
思
い
出
し
ま
す
。

　
「
能
の
あ
る
者
は
知
恵
を
出
せ
、

知
恵
の
な
い
者
は
汗
を
出
せ
」
と
よ

く
先
輩
に
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

金
や
知
恵
の
な
い
私
は
汗
を
出
す
こ

生
か
さ
れ
て
生
き
る

中
島
　
　
実

と
で
「
住
職
に
恩
返
し
が
し
た
い
、

娘
が
安
ら
か
に
成
仏
し
て
ほ
し
い
」

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
毎
月
第
一

日
曜
日
の
墓
地
清
掃
や
お
盆
の
棚
経

の
お
手
伝
い
を
長
年
続
け
て
来
ま
し

た
。

　

63
歳
の
誕
生
月
を
迎
え
た
時
、
健

康
診
断
の
結
果
「
残
念
な
が
ら
ガ
ン

で
す
」
と
、
医
師
か
ら
告
げ
ら
れ
す

ぐ
に
手
術
。
無
事
成
功
し
て
、
1
か

月
後
に
は
退
院
と
会
社
の
定
年
退
職

を
同
時
に
迎
え
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
子
会
社
に
再
就
職
を
し

ま
し
た
が
、
ガ
ン
に
な
っ
て
か
ら
私

の
人
生
観
は
一
変
し
、
会
社
人
間
か

ら
家
庭
人
へ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
妻

や
子
供
た
ち
に
長
年
に
渡
っ
て
「
母

子
家
庭
状
態
を
強
い
た
責
め
て
も
の

罪
滅
ぼ
し
に
」
と
始
め
た
年
に
数
回

の
妻
と
の
「
小
旅
行
」
や
私
た
ち
夫

婦
の
日
常
を
毎
月
「
家
庭
新
聞
」
に

し
て
子
供
た
ち
に
送
り
続
け
て
丸
9

年
に
な
り
ま
す
。

　

妻
に
言
わ
せ
る
と｢

お
父
さ
ん
が

ガ
ン
に
な
っ
た
お
陰
で
、
人
と
し
て

の
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
私
は

逆
に
幸
せ
に
な
っ
た｣

と
、
当
事
者

よ
り
精
神
的
に
苦
し
い
の
に
明
る
く

振
舞
っ
て
い
て
く
れ
ま
す
。

　

手
術
が
成
功
し
安
心
し
て
い
ま
し

た
が
7
年
後
に
再
発
。
更
に
4
年
後

の
昨
年
ガ
ン
の
残
党
が
三
た
び
顔
を

出
し
て
、
現
在
し
つ
こ
い
ガ
ン
と
戦

闘
状
態
で
す
。
こ
う
し
て
十
数
年
来

の
ガ
ン
と
の
戦
い
は
、
戦
闘
機
材
も

底
を
突
き
始
め
、
体
力
的
に
も
随
分

と
弱
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
前
住
職
と
の

お
盆
の
檀
家
回
り
が
な
く
な
っ
た
事

は
、
一
抹
の
寂
し
さ
も
感
じ
て
い
ま

し
た
が
、
本
堂
の
改
修
工
事
や
一
連

の
整
備
工
事
の
写
真
を
「
つ
き
か

げ
」
に
掲
載
し
て
頂
い
た
の
を
き
っ

か
け
に
、
半
年
間
の
諸
行
事
の
写
真

を
取
り
上
げ
て
頂
く
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

日
々
体
力
の
衰
え
を
実
感
し
な
が

ら
も
、
墓
地
清
掃
や
諸
行
事
に
参
加

し
、
未
熟
な
が
ら
も
生
か
さ
れ
て
伝

え
る
こ
と
の
で
き
る
喜
び
に
、
生
き

が
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
「
つ
き
か
げ
」
を
通
じ
て
、
皆
さ

ん
に
信
楽
寺
の
行
事
の
様
子
を
、
詳

し
く
リ
ア
ル
に
お
伝
え
し
「
よ
り
多

く
の
皆
さ
ん
方
に
ご
参
加
を
頂
け
れ

ば
」
と
願
い
つ
つ
微
力
な
が
ら
お
手

伝
い
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
こ
の
頃
で

す
。
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写
真
で
振
り
返
る
　
平
成
30
年 

後
半
行
事

写
真
・
文
提
供　
　

中
島　
　

実
氏

聖
徳
太
子
祭
お
勤
め
　
7
月
22
日
～
24
日

　

22
日
に
は
「
17
条
憲
法
」
の
写
経
を

し
、
24
日
に
は
お
勤
め
の
後
、
御
詠
歌

を
奉
納
し
ま
し
た
。

　

聖
徳
太
子
堂
の
参
道
に
は
、
門
前
の

青
砥
さ
ん
の
ご
厚
意
の
手
作
り
の
行
灯

に
、
22
日
に
書
い
た
写
経
が
飾
ら
れ
、

日
暮
れ
と
共
に
幻
想
的
な
雰
囲
気
と
な

り
ま
し
た
。

　

竪
町
町
内
会
や
商
店
会
の
皆
様
を
は

じ
め
、
多
く
の
方
が
お
参
り
さ
れ
ま
し

た
。
竪
町
は
夕
方
、
歩
行
者
天
国
に
な

り
露
店
も
出
て
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

初
盆
を
迎
え
る
ご
家
庭
を

初
め
多
く
の
檀
家
さ
ん
に
ご

家
族
で
お
参
り
を
頂
き
、
お

勤
め
を
し
ま
し
た
。

　

住
職
・
佐
々
木
総
代
か
ら

今
月
発
行
し
た「
つ
き
か
げ
」

に
先
代
へ
の
思
い
を
特
集
し

て
い
る
の
で
思
い
出
と
し

て
、
記
録
と
し
て
読
ん
で
欲

し
い
と
話
が
あ
り
ま
し
た
。

詠
唱
会
の
皆
さ
ん
の
ご
詠
歌

の
後
、
庫
裡
で
み
ん
な
揃
っ

て
お
斎
を
頂
き
ま
し
た
。

盆施餓鬼法要　8月4日
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秋
季
彼
岸
法
要
　
9
月
22
日

　

多
く
の
方
に
お
参
り
を
頂
き

「
秋
季
彼
岸
法
要
」
並
び
に
「
永

代
供
養
」
の
お
勤
め
を
し
ま
し
た
。

　

法
要
の
後
は
本
山
布
教
師
の
榎

本
了
示
上
人
（
和
歌
山　

来
迎
寺

住
職
）
か
ら
「
幽
霊
」
を
例
に
優

し
く
分
か
り
易
く
法
話
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

信
楽
寺
の
「
お
て
つ
ぎ
奉
仕

団
」
の
参
加
者
は
今
年
は
住
職

を
含
め
４
人
で
し
た
。

　

奉
仕
作
業
の
後
、
知
恩
院
の

｢

和
順
会
館｣

で
一
泊
。
翌
日

は
「
な
ん
ば
グ
ラ
ン
ド
花
月
」

の
演
芸
で
笑
っ
て
き
ま
し
た
。

　

来
年
は
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

おてつぎ信行奉仕団 本山参拝　９月18～19日
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出
雲
教
区
檀
信
徒
大
会
　

10
月
22
日

　

浄
土
宗
出
雲
教
区
檀
信
徒
大
会
は

安
来
市
の
安
来
市
総
合
文
化
ホ
ー
ル

「
ア
ル
テ
ピ
ア
」
で
開
催
。
松
江
か

ら
は
貸
し
切
り
バ
ス
で
多
く
の
方
が

参
加
し
ま
し
た
。

　

総
本
山
執
事　

堀
田
定
俊
師
の
法

話
に
続
き
、
尺
八
・
筝
の
演
奏
が
あ

り
ま
し
た
。

　

当
山
の
内
田
住
職
は
出
雲
教
区
の

教
化
団
長
と
し
て
主
催
者
の
一
人
と

し
て
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

遠
方
は
兵
庫
県
・
岡
山
県
か
ら

来
山
が
あ
り
、
総
勢
１
０
０
名
の

お
参
り
を
頂
き
ま
し
た
。
お
念
仏

と
ご
詠
歌
に
よ
る
塔
婆
法
要
の
お

勤
め
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
庫
裡

で
お
斎
を
頂
き
ま
し
た
。

　

午
後
は
、
邑
智
郡
邑
南
町
の
宝

光
寺
住
職　

山
本
昌
利
上
人
の
穏

や
か
な
口
調
の
法
話
に
引
き
込
ま

れ
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

十夜法要　11月3日

山本昌利　上人
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浄じ
ょ
う
ぼ
ん
え

焚
会
・
墓
地
清
掃
　

12
月
2
日

　

7
時
か
ら
朝
の
お
勤
め
、

浄
焚
会
で
新
仏
の
白
木
の
お

位
牌
や
お
札
な
ど
を
境
内
に

作
っ
た
炉
で
供
養
し
ま
し
た
。

今
年
最
後
の
墓
地
清
掃
。
皆

さ
ん
の
協
力
で
綺
麗
に
な
り
、

新
し
い
年
が
迎
え
ら
れ
ま
す
。

　

墓
地
清
掃
は
毎
月
第
一
日

曜
日
の
早
朝
（
夏
期
は
6
時

30
分
・
冬
期
は
7
時
か
ら
お

勤
め
の
後
清
掃
、
1
・
2
月

は
休
）
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

　

先
代
住
職
（
静
譽
信
廣
）

の
一
周
忌
を
近
親
者
と
総
代

さ
ん
と
で
営
み
ま
し
た
。

　

法
要
の
後
、
お
斎
を
頂
き

な
が
ら
先
代
を
偲
び
、
そ
れ

ぞ
れ
の
思
い
出
を
語
り
合
い

ま
し
た
。

先代住職一周忌法要　11月25日

　墓地清掃の後は恒例の温かい「芋粥｣ を皆さんと頂きました。平成最後の新しい年が皆さ
んにとって良き年となりますことを祈りつつ…。



つ　　き　　か　　げ 第 132 号　（10）平成31年1月1日

　

私
事
で
恐
縮
で
す
が
、
２
０
１
８

年
秋
、
古
希
祝
い
の
同
窓
会
が
松
江

で
開
催
さ
れ
、
茨
城
県
か
ら
6
年
ぶ

り
に
帰
松
い
た
し
ま
し
た
。
新
幹
線

で
岡
山
へ
、
更
に
伯
備
線
経
由
で
松

江
へ
、
2
泊
3
日
の
旅
で
し
た
。

　

松
江
は
、
不
昧
公
２
０
０
年
祭
で

賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。「
夕
日
の
見

え
る
美
術
館
」
と
し
て
有
名
な
島
根

県
立
美
術
館
で
は
、「
没
後
２
０
０

年　

大
名
茶
人
・
松
平
不
昧
」
展
が

開
催
さ
れ
、
見
ご
た
え
が
あ
り
ま
し

た
。
松
平
藩
10
代
当
主
と
し
て
、
抹

茶
と
和
菓
子
を
普
及
さ
れ
た
こ
と
は

存
知
あ
げ
て
い
ま
し
た
が
、
松
江

藩
の
大
赤
字
（
現
在
の
価
格
で
約

３
０
０
億
円
）
を
高
麗
人
参
と
か
、

都
内
散
歩　

そ
の
２

　

ー
都
心
に
松
江
の
味
を
探
し
て
ー

三
島
　
由
久

ろ
う
そ
く
等
の
産
業
振
興
で
解
消
さ

れ
た
こ
と
は
寡
聞
に
し
て
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。「
江
戸
時
代
後
半
に
は

全
国
で
も
有
数
の
富
裕
な
藩
と
な
っ

た
」
と
あ
り
ま
し
た
。

　

県
立
美
術
館
の
ロ
ビ
ー
で
は
、
松

江
北
高
茶
道
部
の
方
々
に
よ
る
抹
茶

の
お
点
前
と
和
菓
子
を
お
い
し
く
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

信
楽
寺
で
、
無
沙
汰
を
詫
び
つ
つ

墓
参
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ご
住
職

に
見
つ
か
り
、
よ
も
や
ま
話
の
後
、

「
つ
き
か
げ
」
の
原
稿
を
ご
指
示
い

た
だ
き
ま
し
た
。
以
下
駄
文
を
記
し

ま
す
。

　

前
回
（
２
０
０
９
年
12
月
つ
き
か

げ
第
１
１
４
号
）
の
都
内
散
歩
は
、

芝
の
増
上
寺
（
浄
土
宗
大
本
山
）
か

ら
、
愛
宕
山
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
博
物
館

を
経
て
、
日
本
の
鉄
道
の
原
点
で
あ

る
新
橋
ま
で
記
し
ま
し
た
。
続
編
と

し
て
、
新
橋
か
ら
北
へ
向
か
う
こ
と

と
い
た
し
ま
す
。

　

銀
座
7
丁
目
に
は
、
京
店
皆
美
館

の
支
店
で
あ
る
「
銀
座
皆
美
」
が
あ

り
ま
す
。
不
昧
公
が
考
案
さ
れ
た
と

い
う
家
伝
の
鯛
め
し
と
か
、
季
節
に

は
松
茸
尽
く
し
な
ど
。
昼
食
時
で
も

予
約
し
て
い
か
な
い
と
入
れ
な
い
ほ

ど
人
気
が
あ
り
ま
す
。
窓
際
の
席
が

と
れ
れ
ば
、
ジ
ー
キ
ュ
ー
ブ
ビ
ル
の

10
階
か
ら
銀
座
通
り
を
眼
下
に
眺
め

つ
つ
食
事
が
で
き
ま
す
。

島根県立美術館の庭から見た嫁ヶ島

宍道湖の夕日

銀座皆美　入口銀座皆美　ランチメニュー

ジーキューブビルの10Fに、銀座皆美。
右側は、ヤマハ銀座ビル。

 10月12日
お墓参りに来松（筆者）
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催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

都
内
の
各
道
府
県
の
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
は
、
72
店
舗
を
数
え
、
日

本
橋
地
区
も
、
奈
良
ま
ほ
ろ
ば
館
、

ブ
リ
ッ
ジ
に
い
が
た
、
日
本
橋
と
や

ま
館
な
ど
激
戦
区
で
す
。

　

地
下
鉄　

銀
座
線
で
2
駅
の
日
本

橋
で
下
車
す
る
と
、
コ
レ
ド
日
本
橋

4
Ｆ
に
は
、「
日
本
橋
皆
美
」
も
あ

り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
方
が
や
や
庶
民

的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
季
節
に
は
、

「
カ
ニ
の
釜
焼
き
御
膳
」
な
ど
。

　

日
本
橋
高
島
屋
の
地
下
に
は
、
松

江
の
和
菓
子
が
あ
れ
こ
れ
あ
り
ま

す
。
彩
雲
堂
の
若
草
、
風
流
堂
の
朝 コレド日本橋

奥が日本橋高島屋。
手前は、高島屋新館。

日本橋皆美　入口

三越　本店

にほんばし島根館　入口

汐
、
三
英
堂
の
菜
種
の
里
な
ど
。

　

中
央
通
り
を
北
へ
8
分
ほ
ど
歩
く

と
、
日
本
橋
三
越
本
店
が
あ
り
、
や

は
り
地
下
に
、
松
江
の
和
菓
子
が
あ

り
ま
す
。
桂
月
堂
の
出
雲
三
昧
、
薄

小
倉
な
ど
な
ど
。

　

三
越
本
店
の
向
か
い
の
一
等
地

に
、
島
根
県
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ

「
に
ほ
ん
ば
し
島
根
館
」
が
あ
り
ま

す
。
開
館
15
周
年
の
イ
ベ
ン
ト
が
開

　
「
に
ほ
ん
ば
し
島
根
館
」
で
は
、

松
江
の
和
菓
子
、抹
茶
、出
雲
そ
ば
、

の
や
き
、
め
の
は
、
あ
ご
だ
し
、
津

田
の
か
ぶ
漬
け
、地
酒
、ラ
フ
カ
デ
ィ

オ
・
ハ
ー
ン
の
珈
琲
、
の
ど
ぐ
ろ
の

干
物
な
ど
な
ど
品
数
が
多
く
、
目
移

り
し
ま
す
。
島
根
県
出
身
者
の
み
な

ら
ず
、
都
内
の
方
々
に
も
喜
ば
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。

　

ま
だ
ま
だ
都
内
に
松
江
の
味
が
あ

り
そ
う
で
す
の
で
、
気
長
に
探
し
て

参
り
ま
す
。
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聖
徳
太
子

本 
尊
　
聖
徳
太
子（
孝
養
像
）

堂 

宇
　
二
間
三
尺
四
方

　

聖
徳
太
子
像
は
、
も
と
は
隠
岐
の

島
か
ら
渡
来
し
た
も
の
で
、
藩
祖
松

平
直
政
公
が
霊
夢
に
感
じ
て
藩
の
作

業
場
の
守
護
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
当
寺
に
移
さ
れ
た
由
緒
あ
る
も

の
で
す
。

　

堂
宇
は
火
災
に
よ
っ
て
消
失
し
ま

し
た
が
、
明
治
10
年
７
月
、
市
内
諸

職
人
の
寄
進
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
ま

し
た
。

　

平
成
33
年
が
聖
徳
太
子
さ
ま

一
千
四
百
回
忌
の
年
に
当
た
り
、
当

山
太
子
像
の
50
年
に
一
度
の
御
開
帳

が
あ
り
ま
す
。

一
千
四
百
年
大
祭
に
つ
い
て

　

と
あ
る
よ
う
に
、
信
楽
寺
に
と
っ

て
聖
徳
太
子
さ
ま
の
存
在
は
昔
か
ら

特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
え

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
も
毎
年
７
月
22
日
か
ら
25
日

ま
で
聖
徳
太
子
祭
り
が
あ
り
、
竪
町

の
夏
祭
り
の
行
事
と
し
て
に
ぎ
わ
っ

て
い
ま
す
。

　

折
し
も
先
般
は
松
江
市
出
雲
玉
作

資
料
館
か
ら
太
子
堂
を
調
査
に
こ
ら

れ
ま
し
た
。

　

同
資
料
館
で
は
郷
土
の
芸
術
家
で

あ
り
彫
刻
家
で
も
あ
る
川
島
徳
治
郎

の
作
品
を
調
査
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

川
島
徳
治
郎
は
奇
し
く
も
私
が
現

在
兼
務
住
職
し
て
お
り
ま
す
天
神
町

の
来
迎
寺
内
和
璽
堂
（
現
存
し
て
い

な
い
）
宍
道
木
幡
家
の
茶
室
、
建
築

の
棟
梁
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
他
庭

園
、
欄
間
、
扁
額
な
ど
多
岐
に
わ
た

る
作
品
を
残
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
記
録
に
信
楽
寺
太
子
堂
の
名

前
も
残
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
調
査

と
な
り
ま
し
た
。

太子堂の梁・柱の装飾彫り物

檀信徒会館入り口の装飾梁

50年に1回のご開帳
である聖徳太子像

　

太
子
堂
正
面
の
向
拝
部
分
の
柱
や

梁
に
装
飾
さ
れ
て
い
る
彫
り
物
が
、

川
島
徳
治
郎
の
作
品
で
あ
る
こ
と
に

ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

結
論
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
10
年
前
に
仮
本
堂
部
分
に
使

わ
れ
て
い
た
梁
二
本
の
彫
り
物
も
同

じ
時
代
の
作
品
で
あ
る
よ
う
で
す
。

改
修
工
事
の
時
、
昔
を
留
め
る
数
少

な
い
物
と
し
て
残
し
た
甲
斐
が
あ
り

ま
し
た
。

　

再
来
年
に
向
け
、
50
年
に
一
度
の

大
祭
を
成
功
さ
せ
、
一
生
に
一
度
め

ぐ
り
会
え
る
か
分
か
ら
な
い
貴
重
な

勝
縁
を
是
非
皆
さ
ん
と
分
か
ち
合
い

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

信
楽
寺
の
ご
詠
歌

　
世
間
虚
仮

　 

仏
は
真
理
と
説
き
給
う

　  

和
国
の
教
主  

徳
い
や
高
し
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為　長男13回忌追善 金一封 施主　多久和　武
為　小島久美子追善 金一封 施主　三上千砂子
為　夫追善 金一封 施主　三上　尚美
為　叔母追善 金一封 施主　若槻　喜保
為　父追善 金一封 施主　多久和　徹
為　母追善 金一封 施主　齊藤　佳寛
為　夫追善 金一封 施主　千田　和子
為　父追善 金一封 施主　祝　　知置
為　長男追善 金一封 施主　須山亜佐子
為　父25回忌追善 金一封 施主　伊藤　益男
為　父満中陰追善 金一封 施主　多久和　徹
為　母追善 金一封 施主　小海　哲郎
為　妻追善 金一封 施主　坂本　光夫
為　夫追善 金一封 施主　吉田美都子
為　夫追善 金一封 施主　栂野　豊子
為　本人生前戒名 金一封 施主　隠木志馬夫
為　妻追善 金一封 施主　福田　秀明
為　夫追善 一枚板テーブル 施主　椋木　松代

追善寄付

平
成
三
十
一
年（
新
元
号
元
年
）　
年

回

表

一　

周　

忌 

平
成
三
十
年 

（
二
〇
一
八
）亡

三　

回　

忌 

平
成
二
十
九
年 

（
二
〇
一
七
）亡

七　

回　

忌 

平
成
二
十
五
年 

（
二
〇
一
三
）亡

十
三
回
忌 

平
成
十
九
年 

（
二
〇
〇
七
）亡

十
七
回
忌 

平
成
十
五
年 

（
二
〇
〇
三
）亡

二
十
五
回
忌 

平
成
七
年 

（
一
九
九
五
）亡

三
十
三
回
忌 

昭
和
六
十
二
年 

（
一
九
八
七
）亡

五
十
回
忌 

昭
和
四
十
五
年 

（
一
九
七
〇
）亡

百　

回　

忌 

大
正
九
年 

（
一
九
二
〇
）亡

百
五
十
回
忌 

明
治
三
年 

（
一
八
七
〇
）亡

二
百
回
忌 

文
政
三
年 

（
一
八
二
〇
）亡

二
百
五
十
回
忌 

明
和
七
年 

（
一
七
七
〇
）亡

三
百
回
忌 

享
保
五
年 

（
一
七
二
〇
）亡

三
百
五
十
回
忌 

寛
文
十
年 

（
一
六
七
〇
）亡
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平成31年 行事予定
行　　事 期　日 時　　間 場　所 備　　　　考

修
しゅしょうえ

正会（初参り） 大晦日から元旦にかけて
本堂を開けております 当山本堂 本つきかげ表紙に案内を掲載

新 年 会 1月20日㈰ 午前11時 当山本堂 本つきかげ表紙に案内を掲載

涅 槃 会 2月中 当山本堂
2月15日はお釈迦様が入滅なされた涅槃の日
であります。2月一杯本堂に涅槃図をおまつ
りします。お参り下さい。

31年 初 め て の
早 朝 墓 地 清 掃 3月17日㈰ 午前7時おつとめ

午前7時半から清掃 当山本堂 まだ寒いと思いますが、いつもの様に芋がゆを
用意して皆さんの参加をお待ちしております。

春 彼 岸 法 要 3月21日㈭ 午後1時半 当山本堂 本堂にて別時のお念仏をしますので、ご参加
下さい。

出 雲 教 区
檀 信 徒 大 会 6月12日㈬ 午後1時より

隠岐郡
西ノ島町浦郷
中央公民館

平成27年平田町で講演して頂いた、バイマー
ヤンジンさん（チベット女性声楽家）に再び
講演して頂きます。
隠岐観光も兼ねて是非ご参加下さい。

聖 徳 太 子 祭
写 経 会 7月22日㈪ 午後1時半 聖徳太子堂 聖徳太子17条憲法を写経致します。

聖 徳 太 子 祭 り 7月22日㈪
～25日㈭ 聖徳太子堂

棚 経 8月 1日㈭
～15日㈭

皆さんのお宅にお邪魔します。
次号にてお参りの順番をご案内致します。

盆 施 餓 鬼 法 要 8月 4日㈰ 午前10時 当山本堂 次回つきかげにてご案内致します。

お て つ ぎ
信 行 奉 仕 団

（ 本 山 参 拝 ）

9月17日㈫
～18日㈬

総本山
知恩院

年に一度の本山参り。
詳細は後日ご案内します。

秋 彼 岸 供 養・
永 代 供 養 法 要 9月23日㈪ 午後1時半 当山本堂 永代供養のご家族に関係なく皆様お参り下さい。

十 夜 法 要 11月 3日㈰ 午前10時より 当山本堂 後日、皆様へ直接ご案内致します。

今 年 最 後 の

墓地清掃・浄
じょうぼんえ

焚会
12月 1日㈰ 午前7時 当山本堂

浄焚会とは、古くなったお守り・お札・お仏
壇の道具類・位牌等の魂を抜いて供養するお
つとめです。お気軽にご相談下さい。

定例行事ご案内

＊御詠歌の練習＊ ＊墓地清掃＊ ＊つきかげ会＊
毎月第1・第3土曜日
午後1時半より

毎月第1日曜日早朝
（1・2月はお休みします。3月は 17日㈰です）

毎月第2日曜日
午後1時半より

いずれの会も随時参加・見学歓迎しております。
また、月によって日時・時間が多少変更する事がありますので、

本堂前掲示板にてご確認下さい。

基本的にどの行事にもお参り頂きたく思っております。どうぞご予定にお組み入れ下さい。


