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お寺の様子をご覧下さい。

E-mail : shingyouji@mable.ne.jp

12月1日　暮れの墓地清掃に浄焚会（お焚き上げ）をしました

修し
ゅ
し
ょ
う
え

正
会 （
初
参
り
）

新
年
賀
会
は

　

中
止
と
し
ま
す
。
修
正
会
は
寺
族
（
住
職

家
族
）
に
て
、
大
晦
日
か
ら
元
旦
に
か
け
本

堂
に
於
い
て
つ
と
め
ま
す
。
ど
う
ぞ
自
由
に

お
参
り
下
さ
い
。

　

正
月
三
ケ
日
は
本
堂
正
面
を
開
け
て
お
り

ま
す
の
で
、
初
参
り
に
お
出
掛
け
下
さ
い
。

終
戦
か
ら
80
年
を
迎
え 

住
職  

楽
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広
平 
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聖
徳
太
子
一
千
四
百
年
祭
寄
付
者
芳
名
帳
を
厨
子
へ

「
年
の
暮
れ
に
は
追
憶
を

　
　

一
年
の
初
め
に
は
希
望
を
」

幸
田
露
伴

　

昨
年
は
元
旦
か
ら
能
登
半
島
地
震

が
あ
り
、
未
だ
に
多
く
の
被
災
者
が

苦
し
ん
で
お
ら
れ
る
状
況
に
、
1
日

も
早
い
復
興
と
今
年
こ
そ
希
望
に
満

ち
た
1
年
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

今
年
は
終
戦
か
ら
80
年
、
昭
和
１

０
０
年
を
迎
え
る
年
と
な
り
ま
し
た
。

　

戦
後
生
ま
れ
の
私
に
は
戦
争
は
過

去
の
出
来
事
と
若
い
時
に
は
思
っ
て

い
ま
し
た
が
、
流
石
に
還
暦
を
過
ぎ

た
今
、
た
っ
た
生
ま
れ
る
17
年
前
の

終
戦
に
思
い
を
致
す
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

先
代
住
職
に
は
7
人
の
兄
弟
が
あ

り
、
長
男
さ
ん
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件

の
あ
っ
た
ロ
シ
ア
と
満
州
の
国
境
で

戦
死
さ
れ
ま
す
。

　

先
代
は
兄
の
亡
く
な
っ
た
そ
の
場

所
に
慰
霊
に
何
回
も
訪
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
た
だ
広
野
が
続
く
そ
の
場
所

で
、
敵
の
攻
撃
を
隠
れ
る
場
所
も
何

も
無
い
状
況
の
中
、
犬
死
に
の
よ
う

に
死
ん
で
い
っ
た
、多
く
の
日
本
兵
、

兄
の
悲
し
み
苦
し
み
に
慟
哭
し
て
、

未
だ
そ
の
地
に
ね
む
る
兄
へ
の
供
養

に
と
念
仏
を
称
え
ま
し
た
。

　

本
人
は
東
京
の
大
正
大
学
当
時
、

学
徒
出
陣
で
戦
地
に
赴
き
ま
す
。
あ

の
雨
の
神
宮
外
苑
の
行
進
の
中
に
居

た
と
聞
き
ま
す
。

　

戦
地
は
小
笠
原
本
島
に
配
属
と
な

り
ま
し
た
。
最
初
に
各
島
配
属
ご
と

に
整
列
を
さ
せ
ら
れ
、
隣
の
列
に
は

硫
黄
島
の
部
隊
が
並
び
、
何
か
の

き
っ
か
け
で
隣
に
呼
ば
れ
、
引
っ
張

ら
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
硫
黄
島
玉

砕
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
場
に
は
居

な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
、
常
々
述
懐
し

て
お
り
ま
し
た
。

　

硫
黄
島
に
も
慰
霊
に
訪
れ
、
先
号

の
編
集
後
記
で
紹
介
し
ま
し
た
、
硫

黄
島
で
戦
死
さ
れ
た
お
檀
家
さ
ん
の

為
に
、
遺
骨
も
何
も
帰
っ
て
来
な

か
っ
た
代
わ
り
に
、
せ
め
て
も
の
気

持
ち
と
、
先
代
が
硫
黄
島
で
拾
っ
て

き
た
小
石
を
戦
死
さ
れ
た
お
墓
に
納

骨
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

戦
後
帰
国
し
て
、
教
師
と
な
り
二

足
の
わ
ら
じ
で
信
楽
寺
を
支
え
て
参

り
ま
し
た
。

　

戦
後
す
ぐ
、若
い
男
性
が
少
な
く
、

教
師
が
不
足
し
て
い
た
時
代
。「
デ

モ
し
か
教
師
」
と
言
わ
れ
、
教
師
デ

モ
す
る
か
、
教
師
し
か
す
る
こ
と
が

無
い
か
ら
と
教
職
に
就
い
た
と
聞
き

ま
す
。

　

教
師
を
停
年
近
く
ま
で
務
め
た
先

代
の
教
師
像
を
未
だ
に
想
い
だ
し

慕
っ
て
下
さ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。

本
人
は
戦
争
で
一
旦
は
死
ん
だ
身
で

あ
り
、
残
り
の
人
生
お
ま
け
み
た
い

な
物
、
と
達
観
し
た
気
持
ち
を
持
ち

続
け
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

れ
だ
け
戦
地
に
て
苦
い
思
い
を
し
て

き
た
の
で
し
ょ
う
。

　

戦
後
80
年
を
迎
え
、
先
代
を
は
じ

め
多
く
の
戦
死
者
、
犠
牲
者
の
お
陰

に
よ
っ
て
現
在
の
平
和
な
日
本
が
あ

る
こ
と
。
子
や
孫
の
為
に
も
、
ど
ん

終
戦
か
ら
80
年
を
迎
え

住
職　

楽ぎ
ょ
う
よ誉

　
広
平

　

ほ
ぼ
4
月
中
旬
か
ら
解
体
撤
去
工

事
が
始
ま
り
昨
年
一
杯
の
工
事
に
よ

り
、
こ
の
度
無
事
完
成
い
た
し
ま
し

た
。

　

多
少
周
辺
の
整
備
工
事
な
ど
引
き

続
き
ご
迷
惑
を
お
掛
け
致
し
ま
す
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

庫
裏
新
築
工
事
無
事
完
了

　

令
和
3
・
4
年
と
50
年
に

一
度
の
ご
開
帳
を
し
ま
し

た
、
聖
徳
太
子
一
千
四
百
年

大
祭
に
際
し
、
５
２
４
件
の

方
よ
り
ご
寄
付
を
賜
り
、
そ

の
方
々
の
ご
芳
名
を
巻
物
に

し
て
、
こ
の
度
聖
徳
太
子
像

厨
子
の
中
に
安
置
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

　

今
度
の
太
子
像
の
ご
開
帳

は
46
年
後
の
一
四
五
〇
回
忌

法
要
の
時
で
す
が
、
巻
物
は

半
永
久
的
に
厨
子
の
下
に
保

存
さ
れ
、
何
時
の
日
か
子
孫

の
方
々
の
目
に
触
れ
る
時
が

あ
る
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま

す
。

な
理
由
が
あ
っ
て
も
二
度
と
戦
争
を

起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
事
を
、
今
年

は
特
に
訴
え
る
1
年
で
あ
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
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令
和
6
年
8
月
に
京
都
は
妙
心
寺
塔
頭

長
興
院
に
ご
先
祖
様
瀧
川
一
益
の
お
墓
参

り
に
行
っ
て
来
ま
し
た
。

　

長
興
院
は
普
段
は
ぷ
ら
っ
と
行
っ
て
入

れ
る
と
こ
ろ
で
は
無
く
、
仁
和
寺
御
門
跡

様
か
ら
の
ご
案
内
で
お
参
り
す
る
事
が
出

来
ま
し
た
。

　

実
は
商
社
時
代
の
大
先
輩
が
ア
メ
リ
カ

の
カ
ー
メ
ル
市
に
50
数
年
前
に
留
学
し
て

い
た
時
に
お
世
話
に
な
っ
た
お
家
が
こ
の

お
話
の
発
端
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
留
学
先
の
娘
さ
ん
が
日
系
三
世
の

T
akigaw

a

さ
ん
と
59
年
前
に
ご
結
婚
さ

れ
て
、
今
回
初
め
て
日
本
に
来
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

大
先
輩
か
ら
「
あ
な
た
瀧
川
一
益
と
関

係
あ
っ
た
よ
ね
？
」
と
連
絡
が
あ
り
、
も

し
も
良
け
れ
ば
同
行
さ
れ
な
い
か
と
言
う

お
誘
い
と
、
そ
の
大
先
輩
が
仁
和
寺
御
門

跡
瀬
川
大
秀
師
と
親
戚
と
い
う
ご
縁
な

ど
、
そ
の
仁
和
寺
の
す
ぐ
近
く
に
長
興
院

が
あ
り
、
お
声
が
け
し
て
い
た
だ
い
た
と

い
う
奇
跡
が
4
つ
ぐ
ら
い
繋
が
り
、
お
参

り
が
出
来
ま
し
た
。

瀧
川
　
正
靖

ご
先
祖
、
瀧た
き

川が
わ 

一か
ず

益ま
す

の
こ
と
①

　

で
は
そ
の
お
話
の
前
に
、
瀧
川
一
益
に

つ
て
、
ど
の
よ
う
な
武
将
で
あ
っ
た
の
か

少
し
お
伝
え
し
ま
す
。

　

戦
国
か
ら
安
土
桃
山
時
代
を
生
き
抜
い

た
武
将
で
、
大
名
と
し
て
織
田
信
長
に
仕

え
ま
し
た
。
彼
の
生
涯
は
１
５
２
５
年
に

生
ま
れ
１
５
８
６
年
に
亡
く
な
り
ま
す
。

　

瀧
川
一
益
は
近
江
甲
賀
郡
大
原
出
身
。

織
田
信
長
に
仕
え
、「
先
駆
け
も
瀧
川
、

殿
（
し
ん
が
り
）
も
瀧
川
」
と
戦
上
手
を

買
わ
れ
て
、
伊
勢
征
伐
や
各
地
の
戦
に
功

績
を
残
し
ま
し
た
。

　

一
益
は
、
１
５
６
９
年
に
尾
張
の
蟹
江

城
を
与
え
ら
れ
、
信
長
の
伊
勢
征
伐
に
従

軍
。
１
５
７
５
年
の
歴
史
的
な
武
田
軍
と

の
長
篠
の
戦
い
で
鉄
砲
軍
を
指
揮
し
て
武

田
軍
を
退
け
、
つ
い
に
は
１
５
８
２
年
に

は
武
田
勝
頼
を
討
ち
、
武
田
家
を
滅
ぼ
す

な
ど
、
各
地
で
功
績
を
挙
げ
、
関
東
管
領

と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
同
年
の
6
月
2

日
に
「
本
能
寺
の
変
」
が
起
こ
り
、主
君
、

織
田
信
長
が
死
去
し
、
ま
た
、
跡
目
を
決

め
る
清
須
会
議
に
も
、
間
に
合
わ
ず
、
豊

臣
の
世
と
な
り
、更
に
豊
臣
に
抱
え
ら
れ
、

徳
川
と
の
戦
に
敗
北
し
て
、
蟄
居
し
、
最

終
的
に
は
越
前
、
現
在
の
福
井
の
あ
た
り

で
不
遇
の
死
を
迎
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
な
ん
と
歴
史
上
の
話
と
は
別

に
、
息
子
の
一
忠
の
子
孫
は
鳥
取
経
由
、

松
江
に
落
ち
延
び
た
と
い
う
話
が
あ
る
の

で
す
。

　

信
楽
寺
の
瀧
川
一
益
の
墓
に
つ
い
て
は

松
江
八
百
八
町
に
も
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
以
前
よ
り
瀧
川
一
益
の
墓
と
伝
え
ら

れ
る
墓
に
つ
い
て
、
大
社
の
史
話
の
編
集

者
で
あ
っ
た
斎
藤
至
氏
は
大
社
の
史
話
71

号
で
、
こ
の
墓
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、一
益
が
秀
吉
に
敗
れ
、

越
前
大
野
で
余
生
を
送
っ
た
。
秀
吉
は
一

益
の
嫡
男
一
忠
を
高
野
山
に
追
放
し
た
。

当
時
、
一
忠
は
10
才
で
あ
っ
た
。
一
益
は

盟
友
、
井
筒
屋
、
九
郎
右
衛
門
に
一
忠
の

将
来
を
託
し
た
。
井
筒
屋
は
秀
吉
の
手
の

及
ぶ
直
前
に
、
井
筒
屋
の
代
理
店
で
あ
る

松
江
の
鶴
屋
へ
落
ち
つ
か
せ
た
。

　

当
時
、
豊
臣
恩
顧
の
西
国
武
将
と
家
康

の
東
国
武
士
と
の
中
に
は
、
只
な
ら
ぬ
気

配
が
漂
っ
て
い
た
。
一
忠
や
鶴
屋
伝
十
郎

は
必
死
に
瀧
川
一
益
と
の
関
係
を
秘
匿
し

て
い
た
に
違
い
な
い
と
斎
藤
氏
は
言
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
豊
臣
の
世
、
そ
し
て

次
の
徳
川
の
世
で
仇
と
な
っ
た
子
孫
を
狙

わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
彼
ら
の

家
族
愛
が
伺
え
ま
す
。

　

松
江
に
移
り
商
人
と
な
っ
た
瀧
川
は
屋

号
と
し
て
新
屋
（
あ
た
ら
し
や
）
を
名
乗

り
ま
し
た
。
瀧
川
新
屋
伝
右
衛
門
は
、
藩

札
発
行
を
担
う
重
要
な
商
人
で
あ
り
、
松

江
藩
の
経
済
史
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
存

在
で
し
た
。

　

瀧
川
は
、
松
江
藩
の
御
用
商
人
と
し
て

蝋
燭
や
高
麗
人
参
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
業

を
展
開
し
、
藩
札
の
発
行
所
と
し
て
も
重

要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

松
江
の
藩
主
で
あ
り
有
名
な
茶
人
で
も

あ
る
松
平
不
昧
公
か
ら
の
瀧
川
へ
の
手
紙

に
は
、
茶
道
を
愛
す
る
心
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
松
江
の
宍
道
湖
湖
畔
に
あ
る
臨

水
亭
が
あ
っ
た
場
所
で
藩
主
と
お
茶
を
嗜

み
、
宍
道
湖
に
上
が
る
花
火
を
楽
し
ん
だ

記
録
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
茶
道
文
化
の

発
展
に
寄
与
し
た
人
物
の
一
面
が
見
え
ま

す
。

当山つきかげ 90号より、現在このお墓は残っていません。

不昧公から賜わった瀧川家への書状

瀧川ご夫妻墓前にて
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２
０
２
３
年
の
6
月
の
と
あ
る
月

曜
日
、
父
が
亡
く
な
っ
た
と
の
連
絡

が
届
い
た
。
日
曜
日
に
横
浜
か
ら
出

雲
ま
で
見
舞
い
に
行
っ
た
次
の
日

だ
っ
た
。

　

父
の
病
気
の
知
ら
せ
を
受
け
た
の

は
約
10
年
前
だ
っ
た
。
が
ん
だ
と
知

ら
さ
れ
た
。
幸
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も

一
定
出
来
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
、
こ
の
と
き
初
め
て
父
の
死
を
意

識
し
始
め
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
10

年
は
父
の
死
と
い
う
終
わ
り
に
対
し

て
悔
い
を
残
さ
な
い
よ
う
に
考
え
る

父
の
最
後
の
教
え

こ
と
が
多
か
っ
た
。
人
生
初
の
海
外

旅
行
に
連
れ
出
し
た
り
、
孫
と
会
っ

て
思
い
出
が
作
れ
る
よ
う
に
旅
行
を

計
画
し
た
り
し
た
。
一
方
、
父
も
い

わ
ゆ
る
終
活
を
や
り
な
が
ら
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
の
整
理
を
進
め
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
父
に
対
し
て
直

接
感
謝
の
気
持
を
伝
え
る
こ
と
も
出

来
た
。
自
分
も
心
の
準
備
が
出
来
て

い
る
と
感
じ
て
い
た
。

　

少
し
話
は
変
わ
る
が
、
人
間
の
総

合
知
と
い
う
も
の
の
広
が
り
は
昨
今

目
覚
ま
し
い
よ
う
に
感
じ
る
。
昔
と

比
べ
て
情
報
が
多
く
の
人
間
に
開
か

れ
、
整
理
さ
れ
、
私
達
を
安
心
さ
せ

て
い
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

恐
怖
と
は
「
知
ら
な
い
こ
と
」
だ
と

思
う
。
こ
の
恐
怖
に
対
し
科
学
技
術

や
情
報
に
よ
り
多
く
の
安
堵
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
、
現
代
の
私
達
は
出

来
て
い
る
。

　

私
も
そ
の
よ
う
な
総
合
知
を
享
受

し
て
い
る
一
人
で
あ
り
、
父
の
死
に

対
し
て
も
そ
の
知
を
借
り
て
構
え
て

い
た
。
い
ざ
、
父
が
亡
く
な
り
葬
儀

が
進
む
中
で
も
父
の
死
は
頭
で
は
理

解
で
き
て
い
た
。
し
か
し
、
少
し
落

ち
着
い
た
頃
に
な
ん
と
も
言
え
な
い

感
情
を
自
分
の
中
に
見
つ
け
た
こ
と

を
覚
え
て
い
る
。
今
思
え
ば
、
こ
れ

は
一
つ
の
恐
怖
だ
っ
た
と
思
う
。
た

と
え
離
れ
て
い
て
も
電
話
を
す
れ
ば

当
た
り
前
に
話
す
こ
と
が
で
き
、
い

ざ
と
な
っ
た
ら
会
い
に
行
け
る
と
い

う
「
当
た
り
前
」
が
無
く
な
っ
た
変

化
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
。
も
う
少

し
言
え
ば
、
人
に
は
ど
う
す
る
こ
と

も
出
来
な
い
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
で

も
あ
る
。

　

そ
ん
な
心
の
澱
み
を
持
ち
つ
つ
も

日
常
は
過
ぎ
て
い
き
、
父
の
一
周
忌

を
迎
え
た
。
信
楽
寺
で
御
経
を
あ
げ

て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
読
経
を
目

で
追
い
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
る

中
で
心
の
澱
み
が
薄
ら
い
で
い
く
感

触
が
し
た
。
父
の
死
の
受
け
止
め
方

に
つ
い
て
、
光
明
が
差
し
た
気
持
ち

だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
情
報
や
技
術
を

持
つ
（
と
思
っ
て
い
る
）
現
代
に
生

き
る
私
に
、
遠
く
情
報
や
技
術
が
無

く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
畏
敬
の
念
を

抱
か
ざ
る
を
得
な
い
先
人
が
恐
怖
に

対
す
る
敬
意
と
知
恵
を
教
え
て
く
れ

た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

　

生
前
、
父
に
は
「
あ
ま
り
調
子
に

乗
る
な
よ
」
と
よ
く
言
わ
れ
た
。
な

ん
で
も
自
力
で
な
ん
と
か
し
よ
う
と

し
、
情
緒
よ
り
デ
ー
タ
や
実
績
を
信

じ
、
目
的
に
突
き
進
む
タ
イ
プ
の
私

へ
の
戒
め
で
あ
る
。
そ
ん
な
私
が
最

後
に
父
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
が
こ
れ

だ
っ
た
、
と
今
は
思
う
。
自
分
で
は

ど
う
し
よ
う
も
出
来
な
い
こ
と
が
あ

る
こ
と
、
そ
れ
ら
に
処
す
る
と
き
に

は
阿
弥
陀
仏
の
他
力
本
願
の
願
い
に

よ
っ
て
救
わ
れ
る
よ
う
に
自
分
で
は

な
い
他
の
何
か
に
救
わ
れ
る
こ
と
も

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
何
か
に

対
し
て
敬
意
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。

　

父
の
死
か
ら
1
年
半
ほ
ど
経
ち
、

以
前
と
変
わ
ら
ぬ
日
常
を
過
ご
し
て

い
る
。
た
だ
、
折
り
に
触
れ
て
父
を

思
い
返
す
と
き
、
こ
の
こ
と
を
思
い

出
す
。そ
し
て
、私
の
中
の
父
が
笑
っ

て
言
う「
あ
ま
り
調
子
に
の
る
な
よ
」

と
。

須山家墓前にて

家族旅行

須
山
　
淳
一
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10
月
28
日
、
29
日
朝
5
時
30
分
南
口

を
出
発
。

　

信
楽
寺
、善
導
寺
、誓
願
寺
、東
林
寺
、

常
念
寺
、
一
行
36
名
バ
ス
1
台
で
知
恩

院
に
、
10
時
に
は
到
着
し
ま
し
た
。

　

今
年
は
法
然
上
人
浄
土
宗
開
宗

八
五
〇
年
の
記
念
す
べ
き
年
で
も
あ

り
、
心
新
た
な
気
持
で
参
拝
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

　

皆
様
方
と
和
気
あ
い
あ
い
の
中
結
団

式
、
記
念
写
真
を
撮
り
、
法
然
上
人
御み

影え

堂ど
う

参
拝
し
、
合
掌
し
な
が
ら
お
念
仏

を
称
え
、
大
殿
方
丈
を
参
拝
し
ま
し
た
。

心
和
む
思
い
で
し
た
。

　

昼
食
を
と
り
、
午
後
は
法
話
（
礼
拝
）

お
念
仏
か
ら
は
じ
ま
る
幸
せ
の
お
話
を

聴
き
ま
し
た
。
お
念
仏
の
有
り
難
さ
を

改
め
て
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。

　

法
話
の
後
は
奉
仕
団
の
目
的
で
も
あ

る
清
掃
奉
仕
の
時
間
と
な
り
、
廊
下
の

　

夜
8
時
か
ら
衆
議
院
選
挙
の
開
票
が

進
ん
で
い
ま
す
。

　

翌
朝
3
時
過
ぎ
に
は
起
き
、
ま
だ
開

票
が
続
く
な
か
、
お
て
つ
ぎ
奉
仕
団
に

参
加
す
る
為
、
駅
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

法
然
上
人
43
歳
の
時
、
浄
土
宗
を
開

か
れ
今
年
で
八
五
〇
年
の
年
と
な
り
ま

す
。

　

ま
ず
は
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥

陀
仏
と
廊
下
を
歩
き
な
が
ら
合
掌
の
姿

で
移
動
。
自
然
と
お
念
仏
が
身
に
沁
み

込
む
思
い
が
し
ま
し
た
。

　

法
然
上
人
御
影
堂
の
右
隣
に
徳
川
家

康
の
厨
子
が
あ
り
、
そ
の
隣
に
は
家
康

の
お
母
様
於
大
の
方
（
実
家
が
浄
土
宗

と
説
明
さ
れ
ま
し
た
）
は
一
段
と
大
き

く
、
そ
し
て
秀
忠
公
、
家
光
公
御
三
代

の
厨
子
な
ど
、
言
葉
に
は
言
い
表
せ
な

い
品
格
が
あ
り
ま
し
た
。

　

9
年
間
に
渡
る
半
解
体
修
理
が
行
わ

お
て
つ
ぎ
奉
仕
団
に

　
　
　
　
　

参
加
し
て

総
本
山
知
恩
院
に

　
　
　
　

お
参
り
し
て

吉
岡
　
利
夫

木
村
喜
美
子

拭
き
掃
除
、
柱
の
雑
巾
掛
け
を
し
、
綺

麗
に
致
し
ま
し
た
。

　

2
日
目
は
5
時
20
分
に
起
床
し
、
先

ず
は
阿
弥
陀
堂
に
て
お
念
仏
を
木
魚
で

称
え
ま
し
た
。
一
同
が
称
名
念
仏
を

揃
っ
て
唱
和
、
清
々
し
い
気
持
ち
に
浸

り
ま
し
た
。

　

10
時
に
和
順
会
館
を
出
発
し
、
京
都

国
立
博
物
館
へ
、
10
月
8
日
〜
12
月
1

日
の
間
、「
法
然
と
極
楽
浄
土
」
を
見

学
し
て
、
国
宝
６
件
、
重
文
66
件
を
含

む
法
然
上
人
ゆ
か
り
の
宝
物
や
、
浄
土

教
美
術
の
名
品
が
一
堂
に
集
結
し
た
内

容
で
、
皆
さ
ん
方
が
一
様
に
感
動
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
井
筒
八
つ
橋
本
舗
で
お
み

や
げ
、
期
間
限
定
で
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
カ
ボ

チ
ャ
の
生
八
つ
橋
が
一
番
人
気
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
滋
賀
県
大
津
市
へ
行
き
、

紫
式
部
が
「
源
氏
物
語
」
を
起
筆
し
た

と
言
わ
れ
る
石
山
寺
へ
参
拝
し
、
大
河

ド
ラ
マ
「
光
る
君
へ
」
の
大
河
ド
ラ
マ

館
へ
入
館
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
満
足
な

様
子
で
昼
食
を
と
り
、
途
中
休
憩
を
し

な
が
ら
、
一
路
松
江
に
予
定
よ
り
も
早

く
帰
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

健
康
で
無
事
に
ご
本
山
参
り
が
出
来

ま
し
た
こ
と
、
有
り
難
く
感
謝
致
し
ま

す
。

　

今
回
は
信
楽
寺
お
檀
家
さ
ん
の
参
加

者
が
少
な
く
来
年
は
も
っ
と
沢
山
の

方
々
と
一
緒
に
参
加
出
来
れ
ば
と
思
い

ま
し
た
。

　

方
丈
様
は
じ
め
お
世
話
頂
き
ま
し
た

皆
さ
ま
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

合　

掌

れ
た
壮
大
な
伽
藍
は
〝
金
〞〝
金
〞〝
金
〞

一
色
の
別
世
界
の
荘
厳
さ
に
身
が
自
ず

と
引
き
締
ま
り
ま
し
た
。

　

翌
朝
知
恩
院
出
発
の
時
、
改
め
て
三

門
を
仰
ぎ
見
、
自
然
に
頭
が
下
が
り
ま

し
た
。（
二
代
秀
忠
公
に
よ
っ
て
建
立
、

わ
が
国
最
大
級
の
木
造
二
重
門
と
の
説

明
を
う
け
ま
し
た
）

　

そ
れ
か
ら
京
都
国
立
博
物
館
へ
特
別

展
「
法
然
と
極
楽
浄
土
」
の
展
示
を
見

に
行
き
ま
し
た
。

　

13
世
紀
〜
19
世
紀
、
阿
弥
陀
仏
の
世

界
、
法
然
と
そ
の
時
代
、
弟
子
た
ち
と

法
脈
、
日
本
有
数
の
所
蔵
品
の
す
べ
て

が
展
示
さ
れ
、
一
生
見
る
こ
と
が
出
来

な
い
名
宝
ば
か
り
で
し
た
。

　

次
は
今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
光
る
君

へ
」
源
氏
物
語
の
石
山
寺
に
観
光
に
行

き
ま
し
た
。

　

大
型
バ
ス
が
次
か
ら
次
へ
と
ひ
っ
き

り
な
し
に
来
て
い
ま
し
た
。

　

個
人
的
に
石
山
寺
は
今
回
で
4
度
め

の
巡
拝
で
す
が
、
人
の
多
さ
に
び
っ
く

り
し
ま
し
た
。

　

さ
あ
こ
れ
か
ら
帰
松
で
す
。

　

良
い
2
日
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
で
中
止
に
し
て
い
ま
し
た
お

て
つ
ぎ
奉
仕
団
を
、
久
々
に
開
催
し
ま

し
た
。

　

朝
5
時
の
知
恩
院
は
独
特
の
空
気
感

が
あ
り
、
法
然
上
人
の
聖
地
と
し
て
の

八
五
〇
年
変
わ
ら
ぬ
厳
か
さ
を
感
じ
ま

す
。
今
年
は
10
月
27
日
㈪
〜
28
日
㈫
で

す
。
お
参
り
し
な
け
れ
ば
分
か
り
ま
せ

ん
。
是
非
ご
予
定
下
さ
い
。 

（
住
職
）
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こ
の
度
令
和
6
年
秋
の
叙
勲
で
図
ら

ず
も
瑞
宝
双
光
章
の
栄
に
浴
し
ま
し
た
。

こ
の
栄
誉
は
決
し
て
一
人
の
力
で
は
な

く
、
関
係
官
庁
や
先
輩
、
同
僚
の
保
護

司
、
地
域
の
皆
様
の
ご
支
援
・
ご
指
導

の
お
陰
と
感
謝
の
他
あ
り
ま
せ
ん
。

　

去
る
11
月
14
日
東
京
の
法
務
省
に
お

い
て
伝
達
式
を
終
え
、
続
い
て
貸
し
切

り
バ
ス
に
て
皇
居
に
参
内
し
、
豊
明
殿

に
て
天
皇
陛
下
か
ら
労
い
と
励
ま
し
の

言
葉
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
陛
下
に
目
近

で
拝
謁
し
私
が
こ
の
空
間
に
在
る
こ
と

が
信
じ
ら
れ
ず
、
思
わ
ず
胸
に
込
み
上

げ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
目
頭
を
押
さ
え
る
方
の
姿
も
あ

り
ま
し
た
。

　

顧
み
ま
す
と
、
私
が
嫁
い
だ
佐
々
木

家
は
、
祖
父
ニ
カ
、
父
正
道
と
二
代
に

亘
り
保
護
司
を
し
て
お
り
、
父
は
私
に

我
が
家
に
は
、
罪
を
犯
し
て
更
生
し
よ

う
と
頑
張
っ
て
い
る
人
が
来
訪
す
る
か

受
章
の
栄
誉
に
浴
し
て

ら
お
前
も
良
く
知
っ
て
お
い
て
欲
し

い
。
と
保
護
司
の
仕
事
に
つ
い
て
教
え

ら
れ
ま
し
た
。
何
も
知
識
の
な
か
っ
た

私
が
保
護
司
を
知
っ
た
の
は
そ
の
時
か

ら
で
し
た
。
や
が
て
父
は
75
才
の
停
年

と
な
り
、
私
に
保
護
司
へ
の
依
頼
が
あ

り
、
父
の
「
や
っ
て
み
な
さ
い
」
の
一

言
で
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
実
際
に
対
象
者
を
持
っ

て
み
る
と
、
他
人
の
人
生
と
向
き
合
う

こ
と
の
重
さ
に
、
何
度
も
心
が
折
れ
そ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
度
に
多
く
の
人
が
温
か
く
背
中

を
押
し
て
く
だ
さ
り
支
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
私
の
生
き
方
や
保
護
司
と
し
て

心
軸
と
し
て
き
た
の
は
、
老
僧
の
教
え

で
す
。「
人
間
は
「
我
」
の
殻
が
破
れ

る
必
要
が
あ
り
、
破
れ
る
と
今
ま
で
気

づ
か
な
か
っ
た
広
々
と
し
た
世
界
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
。
人
は
目
に
見
え
な

い
大
き
な
も
の
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て

い
る
。
生
き
て
い
る
こ
と
は
当
た
り
前

で
は
な
く
、
希
有
な
こ
と
で
あ
り
が
た

い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
く
る
。」　

と
教

え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
保
護
司
と
係
る

人
達
は
、
孤
独
で
淋
し
い
環
境
に
あ
っ

た
り
、
勝
ち
負
け
で
つ
い
立
腹
し
罪
を

犯
し
て
し
ま
っ
た
人
達
で
す
。
こ
の
よ

う
な
人
達
に
接
す
る
私
自
身
が
豊
か
な

大
き
な
世
界
を
持
っ
て
感
謝
の
日
々
を

送
っ
て
い
な
け
れ
ば
人
に
は
何
も
伝
わ

ら
な
い
と
思
い
、
日
々
の
暮
ら
し
方
を

見
直
し
、
私
と
係
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て

彼
ら
の
「
我
」
の
殻
が
破
れ
生
か
さ
れ

て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
の
心
が
育
っ
て

く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
気
づ
き
が
育
て
ば
、
再
犯
は
き
っ
と

な
く
な
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

11
月
14
日
東
京
は
と
て
も
暖
か
い
穏

や
か
な
秋
日
和
に
恵
ま
れ
、
夫
婦
二
人

元
気
で
伝
達
式
と
天
皇
陛
下
に
拝
謁
で

き
ま
し
た
こ
と
は
大
変
幸
せ
な
こ
と
で

し
た
。
私
は
縁
あ
っ
て
佐
々
木
家
に
嫁

ぎ
、
更
生
保
護
の
仕
事
に
縁
を
頂
き
祖

父
、
父
、
嫁
と
三
代
に
亘
り
叙
勲
の
栄

に
浴
し
た
こ
と
は
、
生
前
私
を
大
変
可

愛
が
っ
て
く
れ
た
義
父
・
母
に
少
し
は

恩
を
返
せ
た
か
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
叙
勲
の
重
み
を
力
に
今
後
も
犯

罪
の
な
い
明
る
い
社
会
作
り
に
努
力
し

て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
＊
保
護
司
と
は
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人

の
立
ち
直
り
を
地
域
で
支
え
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
保
護
司
法
に
基
づ
き
法

務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
で
、
給

与
は
あ
り
ま
せ
ん
。

柳　

壇

６
月

・
父
の
日
に
何
も
い
ら
ぬ
と
意
地
を
は
る

・
父
の
日
に
贈
物
受
取
り
絆
あ
り

・
白
カ
ベ
の
土
蔵
を
映
す
田
植
え
か
な

・
紫
陽
花
の
梅
雨
の
踊
り
子
七
変
化

７
月

・
都
知
事
選
ユ
リ
と
ハ
ス
と
の
咲
き
比
べ

・
か
か
せ
な
い
物
価
高
で
も
お
中
元

・
雨
に
濡
れ
庭
の
木
の
葉
も
生
き
か
え
る

８
月

・
猛
暑
日
の
セ
ミ
の
共
演
た
か
ら
か
に

・
セ
ー
ヌ
川
平
和
の
祭
典
パ
リ
五
輪

・
新
時
代
遊
び
に
見
え
る
競
技
種
目

９
月

・
復
興
中
端
能
登
豪
雨
気
う
せ
し

・
秋
風
に
踊
ら
さ
れ
て
る
萩
の
花

・
今
朝
の
空
中
秋
を
知
ら
せ
る
ウ
ロ
コ
雲

10
月

・
天
高
く
黄
金
稲
穂
刈
を
待
つ

・
稲
実
り
ス
ズ
メ
集
団
見
え
隠
れ

・
柿
の
実
が
日
ご
と
色
づ
く
秋
日
和

11
月

・
中
秋
の
霜
降
り
こ
ゆ
し
落
葉
か
な

・
秋
晴
れ
に
輝
く
田
園
散
歩
す
る

老
夫
婦
生
活

・
立
ち
上
が
り
目
的
忘
れ
ま
た
座
る

・
忘
れ
ま
い
メ
モ
し
た
紙
は
ど
こ
だ
っ
け

・
ご
め
ん
ね
と
よ
り
戻
し
て
膳
に
つ
く

・
い
い
夫
婦
波
た
つ
前
に
風
を
読
む

・
免
許
証
今
度
が
最
後
と
講
習
会

一
日
一
生
を
生
き
る

・
注
意
書
き
故
障
し
て
か
ら
読
み
は
じ
め

・
日
記
帳
毎
日
出
来
ご
と
空
白
な
し

・
生
き
る
に
は
少
し
の
欲
が
か
か
せ
な
い

小
倉
俊
城

歌
壇
、
俳
壇
、
柳
壇
、
投
稿
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

佐
々
木
滋
子
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令
和
七
年
　
年
回
表

一
周
忌

 

令
和
六
年 （
二
〇
二
四
）亡

三
回
忌

 

令
和
五
年 （
二
〇
二
三
）亡

七
回
忌

 

平
成
三
十
一
年

 

令
和
元
年 （
二
〇
一
八
）亡

十
三
回
忌

 

平
成
二
十
五
年 （
二
〇
一
三
）亡

十
七
回
忌

 

平
成
二
十
一
年 （
二
〇
〇
九
）亡

二
十
五
回
忌

 

平
成
十
三
年 （
二
〇
〇
一
）亡

三
十
三
回
忌

 

平
成
五
年 （
一
九
九
三
）亡

五
十
回
忌

 

昭
和
五
十
一
年 （
一
九
七
六
）亡

百
回
忌

 

大
正
十
五
年

 

昭
和
元
年 （
一
九
二
六
）亡

百
五
十
回
忌

 

明
治
九
年 （
一
八
七
六
）亡

二
百
回
忌

 

文
政
九
年 （
一
八
二
六
）亡

二
百
五
十
回
忌

 

安
永
五
年 （
一
七
七
六
）亡

三
百
回
忌

 

享
保
十
一
年 （
一
七
二
六
）亡

三
百
五
十
回
忌

 

延
宝
四
年 （
一
六
七
六
）亡

令和７年度年会費（維持費）納入について
令和7年度年会費（護持費）の払込用紙を同封しております。

納入は 6月一杯を納入期間としております

寄贈図書
寄贈 松江のスポーツ今昔 施主　松江市立松江歴史館

追善寄付
為  先祖代々追善 金一封 施主  伊藤　益男
為  母追善 金一封 施主  森本　恵子
為  母追善 金一封 施主  山仲　元司
為  父追善 金一封 施主  古浦　洋右
為  夫追善 金一封 施主  木村智恵子
為  父追善 金一封 施主  熊谷　　力

為  両親追善 金一封 施主  早川　克己
為  母追善 金一封 施主  椋木　豊志
為  夫追善 金一封 施主  名和　久子
為  先祖代々追善 金一封 施主  木村喜美子
為  父追善 金一封 施主  白井　丈士
為  夫追善 金一封 施主  瀧川千由子

大野富代氏からの追善寄付

地元出身鋳物師
遠所長太郎氏作による仏頭

米子市出身
大原悦男氏作による箔剪画

米子市出身
大原悦男氏作による箔剪画
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令和７年 行事予定
行　　事 期　日 時　　間 場　所 備　　　　考

修
しゅ

正
しょう

会
え

（ 初 参 り ）

お正月三ヶ日本堂へ初参りにお待
ちしております。大晦日から元旦
にかけおつとめします。

当山本堂 表紙に書きました通り寺族（お寺の家族）でつと
めます。どうぞご自由にお参りください。

新 年 会 中　　止 当山本堂

涅
ね

槃
はん

会
え

2月中 当山本堂
2月15日はお釈迦様がご入滅なさいました涅槃の
日です。2月一杯本堂に涅槃図をおまつりします。
お参り下さい。

令和7年初めての
早 朝 墓 地 清 掃 3月16日㈰ 午前7時からおつとめ

午前7時半から清掃 当山本堂 まだ寒い時期でしょうが、今年最初の墓地清掃を
いたします。

春 彼 岸 法 要 3月20日㈭
春分の日 午後1時半より 当山本堂 皆さんと一緒にお念仏をお称えします。お参りく

ださい。

聖 徳 太 子 祭 り 7月22日㈫
～ 23日㈬ 聖徳太子堂

22日は午後5時よりおつとめをいたします。修繕
された聖徳太子堂に是非お参りください。夜には
書いて頂いた十七条憲法写経用紙で参道を明るく
照らします。

墓 地 一 斉 清 掃 8月2日㈯ 午前6時おつとめ
午前6時半墓地清掃

信楽寺墓地
松尾町墓地

お盆前の一斉清掃です。綺麗な墓地にご先祖様を
お迎えしましょう。

盆 施 餓 鬼 法 要 8月4日㈪ 午前10時 当山本堂 初盆を迎える仏様を皆さんでご回向致しましょう。

棚 経 8月1日㈮
～ 15日㈮

皆さんのお宅にお参り致します。次号つきかげ発
送にお参りの順番を同封し、ご案内申し上げます。

大 橋 川 灯 籠 流 し
（松江仏教会主催） 8月16日㈯ 午後7時より 宍道湖湖畔 お盆に還って来られたご先祖様を極楽の世界にお

送りする為の灯籠流しです。

地 蔵 盆 お つ と め 8月23日㈯
・24日㈰

竪町灘側
地蔵尊

秋 彼 岸 供 養・
永 代 供 養 法 要 9月23日㈫ 午後1時半 当山本堂 おつとめの後の予定は計画中です。

おてつぎ信行奉仕団
（ 本 山 参 拝 ）

10月27日㈪
10月28日㈫

総本山
知恩院 松江を早朝の出発、大型バスにての移動となります。

出 雲 教 区
檀 信 徒 大 会 未　　定

十 夜 法 要 11月3日㈪
文化の日

午前9時半より受付
10時よりおつとめ 当山本堂 後日、塔婆の申込みを往復ハガキにて、直接ご案

内致します。

出雲教区詠唱大会 未　　定 午後より 年に 1度の詠唱の大会です。現在人数は少ないの
ですが、いつでも新入会員をお待ちしております。

今年最後の墓地清掃・

浄
じょう

焚
ぼん

会
え 12月6日㈯ 午前7時 本堂正面

浄焚会とは、捨てるに捨てられず困っているお守
り・お札・お仏壇の道具類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。

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。

中止

定例行事ご案内
＊ご詠歌の練習＊ ＊墓地清掃＊ ＊写経会・写仏会＊

毎月第1・3土曜日
午後1時半より

随時新会員募集中

毎月第1日曜日早朝
1・2月はお休みします。
今年初めての朝掃除は

3月16日㈰朝7時からです。

毎月22日　午後１時半より
写仏も出来ます。字の綺麗さには
こだわりません。千円の参加費が

必要です。皆様お待ちしております。

いずれの会も随時参加・見学歓迎しております。詳しくは本堂前の看板にて月行事ご確認下さい。


