
昌
壽
院

曹洞宗 昌壽院
〒621-0814
 亀岡市三宅町 95 
  TEL 0771-22-2350

  

だ
よ
り

お
て
ら

令和 6年 1月発行

初
春
の
お
喜
び
を

　
　
　

申
し
上
げ
ま
す

https://shojuin.jp

　

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は

清
々
し
い
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
存

じ
ま
す
。

　

旧
年
中
は
お
寺
に
対
し
様
々
な

お
力
添
え
を
い
た
だ
き
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　

年
始
に
あ
た
り
皆
様
の
ご
多
幸
と　

ご
健
康
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

 

「
幸
せ
感
度
」
を
上
げ
て
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正
月
と
い
え
ば
、
お
餅
や
お
節
料
理
で
す
ね
。
お
節
料
理
は

そ
の
年
の
豊
穣
と
幸
福
を
願
い
、
様
々
な
具
材
が
織
り
交
ぜ
ら

れ
て
い
ま
す
。
一
品
一
品
に
意
味
が
あ
り
、
伝
統
や
文
化
が
詰

ま
っ
て
い
ま
す
。
昔
と
違
い
、
今
で
は
様
々
な
美
味
し
い
食
べ
物

が
あ
り
、
お
節
料
理
が
必
ず
し
も

「ご
ち
そ
う
」
で
は
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
良
き
文
化
と
し
て
こ
れ
を
引
き
継
い
で
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

＊
＊
＊

　

テ
レ
ビ
で
は
、
グ
ル
メ
番
組
が
人
気
で
す
。
芸
能
人
や
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
が
絶
妙
な
表
現
で
食
べ
物
の
美
味
し
さ
を
伝
え
、
視

聴
者
の
胃
袋
を
刺
激
し
ま
す
。
中
に
は
名
人
芸
と
言
え
る
よ
う

な

「食
レ
ポ
」
を
行
う
人
も
い
て
、
そ
の
繊
細
な
味
覚
と
表
現

に
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
同
じ
商
品
や
料
理

を
味
わ
っ
て
み
る
と
、
思
っ
た
ほ
ど
の
美
味
し
さ
を
感
じ
な
い
こ

と
も
多
い
も
の
で
す
。
食
レ
ポ
を
行
う
時
は
、
そ
の
人
の

「美

味
し
い
セ
ン
サ
ー
」
の
感
度
が
最
高
に
高
ま
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

良
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
出
す
意
識
が
強
ま
り
、
い
つ
も
な
ら
見

逃
し
て
し
ま
う
よ
う
な
美
味
し
さ
に
気
づ
く
の
で
し
ょ
う
。
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暮
ら
し
の
中
で
も
、
「幸
せ
セ
ン
サ
ー
」
の
感
度
を
高
め
、
小

さ
な
喜
び
や
良
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
出
せ
れ
ば
、
よ
り
豊
か
な

毎
日
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
日
常
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
の
繰

り
返
し
が
多
く
、
感
動
も
薄
れ
が
ち
で
す
が
、
「食
レ
ポ
」
す

る
よ
う
に
、
日
々
を
味
わ
っ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

小
さ
な
喜
び
を
大
切
に
し
、
そ
の
中
か
ら
得
る
幸
せ
を
大
き

く
喜
ぶ
こ
と
で
、日
々
の
味
わ
い
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
時
に
は
、

「
苦
味
」
さ
え
も
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

新
し
い
年
が
、
皆
様
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
出
会
い
と
喜
び
に

満
ち
た
も
の
と
な
り
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
合
掌



　

昨
年
八
月
二
十
三
日
に
恒
例
の
地
蔵
盆
を
行
い

ま
し
た
。
本
堂
と
境
内
に
盆
提
灯
を
飾
り
、
夕
方

か
ら
ロ
ウ
ソ
ク
を
灯
し
ま
し
た
。
日
中
は
、
強
風

と
急
な
雨
で
提
灯
を
本
堂
に
移
動
さ
せ
た
り
と
大

変
で
し
た
が
、
夜
の
闇
の
提
灯
の
明
か
り
は
な
ん

と
も
風
情
が
あ
り
ま
す
。
午
後
七
時
か
ら
読
経
と

ご
詠
歌
奉
詠
を
行
い
、
檀
信
徒
各
家
の
子
孫
長
久
・

家
庭
円
満
を
祈
願
し
ま
し
た
。

　

一
昨
年
、
お
寺
に
長
年
眠
っ
て
い
た
大
数
珠
を

修
繕
し
た
の
で
、
そ
れ
を
使
い
、
数
珠
繰
り
を
行

い
ま
し
た
。
輪
に
な
り
、
お
経
を
唱
え
て
数
珠
を

送
っ
て
い
く
。
大
玉
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
来
た
ら
、

「ア
ン
」
と
い
た
だ
き
念
じ
ま
す
。
皆
で
輪
に
な
っ

て
行
う
と
一
体
感
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
す
こ
し
先

で
す
が
、
今
夏
も
行
う
予
定
で
す
の
で
、
ま
た
お

参
り
く
だ
さ
い
。

地
蔵
盆 

大
数じ

ゅ
ず珠
繰く

り

　

私
た
ち
の
宗
派
は

「曹
そ
う
と
う
し
ゅ
う

洞
宗
」
で
す
。
福
井

県
の
永
平
寺
と
神
奈
川

県
の
總そ

う

じ

じ

持
寺
が
ご
本
山
で

す
。
二
ケ
寺
と
も
同
格
の

大
本
山
で
両

り
ょ
う
だ
い
ほ
ん
ざ
ん

大
本
山
と
言

い
ま
す
。
今
年
は
、
總
持

寺
を
開
か
れ
た
瑩

け
い
ざ
ん山

禅
師

の
七
百
回
忌
に
あ
た
り
ま

す
。
ご
本
山
に
は
全
国
の

お
檀
家
や
寺
院
が
法
要
に

集
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
各

地
に
お
い
て
も
法
要
が
行

わ
れ
ま
す
。

　

京
都
府
第
三
教
区
の
法

要
会
場
は
昌
寿
院
の
予
定

で
す
。
護
持
会

・
梅
花
講
の
皆
さ
ん
を
中
心
に
、
皆
様
も

お
参
り
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

本
年
は

「
太た

い
そ
じ
ょ
う
さ
い
だ
い
し

祖
常
済
大
師
瑩け

い
ざ
ん
じ
ょ
う
き
ん

山
紹
瑾
禅ぜ

ん
じ師

　
　

七
百
回
大だ

い
お
ん
き

遠
忌
」
の
年
で
す

昌
寿
院 

令
和
六
年

 　

年
回
表
・
法
事
一
覧

　

令
和
六
年
の
法
事
・
年
回
は
次
の
通
り
で
す
。

本
堂
に
今
年
の
法
事
の
一
覧

（繰
り
出
し
表
）

を
掲
示
し
て
い
ま
す
。

　

お
寺
か
ら
も
ご
法
事
の
お
知
ら
せ
を
し
て
お
り

ま
す
が
、
皆
様
も
ご
法
事
に
あ
た
っ
て
い
な
い
か

ご
先
祖
さ
ま
の
ご
命
日
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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毎
月
第
２
木
曜
日
（午
後
１
時

半
～
午
後
３
時
半
）
に
お
稽
古

を
し
て
い
ま
す
。

新
し
い
仲
間 

募
集
中
で
す
！

実
に
こ
の
世
に
お
い
て
は　

怨う
ら

み
に
報
い
る
に

怨
み
を
も
っ
て
し
た
な
ら
ば 

つ
い
に
怨
み
の
止
む
こ
と
は
な
い

怨
み
を
捨
て
て
こ
そ
止
む

こ
れ
は
永
遠
の
真
理
で
あ
る 

―
―　

お
釈
迦
さ
ま
の
言
葉

ご
詠
歌
の
奉
納
と
大
数
珠
く

り
。
昨
年
は
酷
暑
の
夏
で
し
た

が
、
コ
ロ
ナ
も
収
ま
り
久
し
ぶ

り
に
再
開
で
き
ま
し
た
。

横浜市鶴見にある總持寺。 本堂にあたる大祖堂は千畳敷の広さがあります。

『
梅
花 

ご
詠
歌
の
会
』


