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だ
よ
り

お
て
ら

令和 5年 7月発行

「
梅
花
流 

奉
詠
の
旅  

～
善よ

し
み
ね
で
ら

峯
寺
・

　
　

楊よ
う
こ
く
じ

谷
寺 

あ
じ
さ
い
散
策
～
」

　

令
和
５
年
６
月
１５
日

（木
）
に

「梅
花
流 

奉
詠
の
旅
」

を
行
い
ま
し
た
。
昌
寿
院
の
梅
花
講
の
講
員
さ
ん
の
他
、

亀
岡
の
お
寺
の
奥
さ
ん
に
も
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
中
止
が
続
い
て
い
た
の
で
、
久
し
ぶ

り
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
西
国
三
十
三
霊
場
二
十
番
札
所 

「善
峯
寺
」

と
柳
谷
観
音
の
愛
称
で
知
ら
れ
る

「楊
谷
寺
」
に
お
参

り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

特
に
、
善
峯
寺
で
は
、
観
音
堂
で
、
梅
花
流
詠
讃
歌

と
西
国
三
十
三
番
の
ご
詠
歌
を
奉
納
し
ま
し
た
。 

　

掃
部
光
昭 

ご
住
職
か
ら
お
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
お
話

を
聞
か
せ
て
き
い
た
だ
き
、
境
内
も
丁
寧
に
ご
案
内
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

善
峯
寺
で
は
約
２０
年
ほ
ど
前
に
裏
山
を
開
墾
し
て
、

西国三十三番札所・善峯寺の觀音堂前にての一枚。次男の至道も参加させてもらいました。

あ
じ
さ
い
を
植
え
た
そ
う
で
す
。
今
で
は
す
ば
ら
し
い
花

が
山
の
斜
面
に
咲
き
誇
っ
て
い
ま
す
。
高
台
か
ら
の
景
色

は
絶
景
で
し
た
。

　

午
後
に
訪
れ
た
、
「楊
谷
寺
」
も
あ
じ
さ
い
で
有
名
な
お

寺
で
す
。
特
に
手
水
鉢
に
花
を
浮
か
べ
る

「花
手
水
」
を

始
め
た
お
寺
だ
そ
う
で
す
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
情
報
発
信
に
も

力
を
入
れ
て
お
ら
れ
、
若
い
人
の
姿
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
西
山
三
山
の
う
ち
の
二
ケ
寺
に
お
参
り
で
き
、

大
変
充
実
し
た
旅
と
な
り
ま
し
た
。

善峯寺・観音堂にてご詠歌の奉納奉詠

天然記念物 「遊龍の松」 樹齢 600 年の五葉松 柳谷観音「楊谷寺」
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西
竪
町 

嶺
樹
院 

晋
山
式

弁
事 
役
を
つ
と
め
ま
し
た

　

令
和
５
年
５
月
20
日

（土
）
～
21
日

（日
）
に

嶺
樹
院
に
お
い
て
晋
山
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

長
男 

玄
樹
も
弁
事
と
い
う
役
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
今
回
で
三
度
目
の
配
役
。
ち
な
み
に
住
職
は

一
度
も
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

中
学
生
に
な
り
、
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
も
気
に
な
る

年
頃
で
す
。
丸
坊
主
に
抵
抗
は
あ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
き
れ
い
に
丸
め
、
し
っ
か
り
と
つ
と
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

供
養
す
る
こ
と
で

　
　
　
　
　

力
を
い
た
だ
く

　

マ
ス
ク
を
つ
け
ず
に
過
ご
す
時
間
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
思
い
返
す
と

感
染
拡
大
が
始
ま
っ
た
頃
は
、
世
の
中
が
不
安
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
感
染
症
に
よ
っ
て
亡
く
な
る
と
、
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
遺

族
が
立
ち
会
う
こ
と
も
な
く
荼
毘
に
ふ
さ
れ
、
死
に
顏
を
見
る
こ
と
さ

え
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
見
舞
い
に
も
行
け
ず
、
遺

骨
と
な
っ
て
帰
宅 

…
。
志
村
け
ん
さ
ん
な
ど
著
名
人
が
亡
く
な
っ
た
時

に
そ
の
様
子
が
報
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
世
界
各
地

で
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

先
日
、
新
聞
記
事
で　

「あ
い
ま
い
な
喪
失
」
と
い
う
言
葉
を
知
り
ま

し
た
。
災
害
な
ど
で
行
方
不
明
に
な
り
、
そ
の
人
が
本
当
に
失
わ
れ
た

か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
、
そ
の
死
を
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る

場
合
、
悲
し
み
や
喪
失
感
が
長
引
き
、
複
雑
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い

い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
死
別
も
、
心
理
的
に
は

「あ
い

ま
い
な
喪
失
」
の
一
例
に
あ
た
り
ま
す
。

　

記
事
の
中
で
、
コ
ロ
ナ
に
よ
り
父
親
を
失
っ
た
娘
さ
ん
が

「感
染
防
止

の
た
め
に
通
夜
や
葬
儀
が
で
き
な
か
っ
た
。
棺
を
開
け
て
父
の
顏
を
み
る

こ
と
も
か
な
わ
な
か
っ
た
。
一
周
忌
の
法
要
の
際
に
不
思
議
と
涙
が
流

れ
た
。
『
心
が
す
っ
と
着
地
し
た
よ
う
な
感
覚
。
信
心
深
い
方
で
は
な
い

け
れ
ど
、
儀
式
っ
て
必
要
な
ん
だ
な
っ
て
』
―
」
と
そ
の
気
持
ち
を
語
っ

て
い
ま
し
た
。　
　

　

「
あ
い
ま
い
な
喪
失
」
に
限
ら
ず
、
私
た
ち
は
、
葬
儀
な
ど
を
通
し
て
、

大
切
な
人
と
の
別
れ
を
す
こ
し
ず
つ
受
け
入
れ
て
い
く
の
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。
実
際
に
遺
族
の
そ
の
よ
う
な
様
子
に
接
し
、
強
く
思
う
こ
と
で

す
。
葬
儀
や
法
事
は
、
亡
き
人
の
供
養
の
た
め
に
行
う
の
で
す
が
、
同

時
に
私
た
ち
に
と
っ
て
心
の
癒
し
と
な
り
、
喪
失
感
や
悲
し
み
を
や
わ
ら

げ
る
手
助
け
と
な
り
ま
す
。

　

今
年
は
、
よ
う
や
く
人
が
集
え
る
お
盆
と
な
り
そ
う
で
す
。
ご
先
祖

さ
ま
の
供
養
、
お
盆
と
い
う
伝
統
行
事
を
営
む
こ
と
で
、
私
た
ち
も
力

を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
ご
家
族
皆
さ
ん
で
ご
先
祖
さ
ま
や
亡
き
方
を
お
迎
え
い
た
だ

き
、
お
だ
や
か
な
お
盆
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。　

住
職　

大
井
龍
樹 

合
掌

昌寿院 ウェブサイト https://shojuin.jp　　毎月の伝道掲示板も掲載しています！

昌
寿
院 

盂
蘭
盆
会

　
　

山
門
大
施
餓
鬼 

法
要

　

本
年
も
お
盆
の
施
餓
鬼
法
要
を
営
み
ま
す
。

初
盆
以
外
で
ご
供
養
を
お
申
込
み
の
方
は
事

前
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

日
時　

令
和
５
年
８
月
１６
日

（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
11
時
か
ら

嶺樹院の山門前にて。 法要を終えてにこやかな表情。

 

伝
道
掲
示
板
の
ご
紹
介

　

お
寺
の
山
門

（正
面
）
と
裏
門

（駐
車
場
）
の
掲
示

板
に
毎
月
言
葉
を
掲
示
し
て
い
ま
す
。
山
門
は
東
堂

（前
住
職
）、
裏
門
は
住
職
が
担
当
し
て
い
ま
す
。


