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だ
よ
り

お
て
ら

令和 6年 7月発行令
和
６
年
度 
花
ま
つ
り
法
要

　

令
和
６
年
５
月
８
日

（水
）
に
、
令
和
６
年
度
の

「花

ま
つ
り
」
法
要
を
行
い
ま
し
た
。

　

花
ま
つ
り
は
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
を
祝
う
法
要
で
、

全
国
的
に
は
４
月
８
日
に
営
ま
れ
ま
す
が
、
京
都
や
丹

波
地
方
で
は
月
遅
れ
で
行
い
ま
す
。
今
年
は
、
当
寺
を

会
場
に
、
亀
岡
市
仏
教
会
と
第
三
教
区
梅
花
講
の
合
同

開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　

午
前
中
は
昌
寿
院
の
梅
花
講
員
を
中
心
に
、
京
都
府

第
三
教
区
の
梅
花
講
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
、
「押
花
ク
ラ

フ
ト
」
で
和
や
か
な
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

押
花
を
ハ
ガ
キ
大
の
用
紙
に
貼
り
付
け
て
い
き
、
自

由
に
レ
イ
ア
ウ
ト
し
ま
す
。
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
花
や
葉
っ

ぱ
が
押
花
に
な
っ
て
い
て
、
好
き
な
も
の
を
選
び
ま
す
。

並
べ
方
、
重
ね
方
で
作
品
の
雰
囲
気
が
変
わ
る
の
で
、

な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
セ
ン
ス
を
発

揮
し
良
い
作
品
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

　

午
後
は
亀
岡
市
仏
教
会
の
会
員
参
加
の
も
と
、
「釈

尊
降
誕
会
法
要
」
を
営
み
ま
し
た
。
曹
洞
宗
の
ご
詠
歌

を
法
要
の
中
心
に
し
、
花
御
堂
の
誕
生
仏
に
甘
茶
を
潅

ぎ
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
し
た
。

他宗派の和尚様は、初めて曹洞宗のご詠歌を耳にする人が大半でした。「美しく素晴らしかった」という感想をいただきました。
昌寿院では、毎月 1 回ご詠歌の練習をしています。楽しい会ですので、興味のある方はお問い合わせください。

第
10
号

市
仏
教
会
・
第
三
教
区
梅
花
講　

合
同
法
要

災
害
時
一
時
避
難
所
の
提
供
に

　
　
　
　
　
　
　

協
力
し
ま
す

　

昨
年
10
月
に
亀
岡
市
仏
教
会
と
亀
岡
市
は

「災
害
時

に
お
け
る
一
時
避
難
所
の
提
供
に
関
す
る
協
定
」
を
締

結
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、近
年
多
発
す
る
災
害
発
生
時
に
、

お
寺
を
近
隣
住
民
の
一
時
避
難
所
と
し
て
利
用
す
る
こ

と
を
定
め
た
も
の
で
す
。　

こ
れ
を
う
け
て
、
昌
寿
院
も

協
力
し
、
要
請
に
応
じ
て
一
時
避
難
所
と
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
ま
し
た
。
一
時
避
難
所
は
自
主
避
難
す
る

人
が
、短
期
的
に
滞
在
す
る
場
所
で
す
。（原
則
１
週
間
以
内
）

　

元
日
に
、
能
登
半
島
地
震
が
発
生
し
、
あ
ら
た
め
て
地

震
の
恐
ろ
し
さ
を
痛
感
し
ま
し
た
。
被
災
地
で
は
寺
院

も
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い

ま
す
が
、
状
況
が
許
せ
ば
お

寺
が
被
災
者
の
安
心
の
場
所

と
な
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ま
た
、
お
寺
の
建
つ
場
所
は

古
く
か
ら
水
害
な
ど
の
被

害
を
受
け
な
い
土
地
で
あ
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
昌

寿
院
も
高
台
に
位
置
し
、
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
上
で
も
、
水

害
被
害
の
予
想
エ
リ
ア
か
ら

外
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、

で
き
る
範
囲
で
協
力
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。



本
堂
ト
イ
レ
を
改
修
し
ま
し
た

　

５
月
に
本
堂
ト
イ
レ
の
改
修
を
行
い
ま
し
た
。

男
性
・
女
性
ト
イ
レ
に
区
切
り
を
新
調
し
個
室
的

に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

「
お
か
げ
さ
ま
」
の
心
で

　

こ
の
春
、
伊
藤
忠
商
事
が

「お
か
げ
さ
ま
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
し
た
広
告
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
「お
か
げ
さ
ま
」
と
い
う

言
葉
は
、
「も
っ
た
い
な
い
」
と
同
様
に
、
日
本
人
の
心
に
根
付

い
た
精
神
を
表
す
言
葉
で
す
。
大
切
に
し
た
い
言
葉
だ
と
思
っ

て
い
た
の
で
、
こ
の
広
告
は
私
の
目
に
と
ま
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

＊ 

＊ 

＊ 

＊

　

「お
か
げ
」
と
い
う
言
葉
は
、
「陰

（か
げ
）」
に
由
来
し
て
い

ま
す
。
古
来
、日
本
で
は
物
事
に
隠
れ
て
い
る
力
や
影
響
を
「陰
」

と
表
現
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

「陰
」
は
、
目
に
見
え
な
い
け

れ
ど
も
確
か
に
存
在
し
、
物
事
を
支
え
る
力
を
意
味
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
敬
意
を
表
し
て

「お
」
を
つ
け
た
の
が

「お
か
げ
」

と
い
う
言
葉
で
す
。
「お
か
げ
さ
ま
で
」
と
い
う
感
謝
の
言
葉
に

は
、
と
て
も
深
い
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

英
語
で
は

「Th
a
n
k
s
 to

 y
o
u

」
と
訳
さ
れ
ま
す
が
、
も
っ

と
深
み
と
広
が
り
の
あ
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
様
々
な
見
え
な
い
支
え
、
力
に
助
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
家
族
の
愛
情
、
友
達
の
助
け
、
友
情
、
他
の
人
の
労
働
、

自
然
の
恵
み
…
。
対
象
は
人
だ
け
に
限
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
、

神
仏
の
存
在
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

＊ 

＊ 
＊ 
＊　

　

も
う
す
ぐ
お
盆
で
す
。
お
盆
は
、
ご
先
祖
さ
ま
を
敬
い
、
供

養
す
る
行
事
で
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
た
ち
が
今
こ
こ
に

い
る
の
は
、
父
母

・
先
祖
の
存
在
の

「お
か
げ
」
が
あ
っ
て
こ

そ
で
す
。
お
墓
や
お
仏
壇
で
手
を
合
わ
す
と
、
ご
先
祖
や
亡
き

人
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

「お
か
げ
さ
ま
で
無
事
に
過
ご
し
て
ま
す
」
と
ご
先
祖
さ
ま
に

報
告
し
、
あ
ら
た
め
て

「お
か
げ
さ
ま
」
の
気
持
ち
で
お
ま
い

り
し
て
く
だ
さ
い
。
き
っ
と
皆
さ
ま
も
、
安
寧
や
力
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
年
も
暑
い
夏
と
な
り
そ
う
で

す
。
ご
自
愛
の
う
え
、
心
穏
や
か
な
お
盆
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。

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 

盂う

ら

ぼ

ん

え

蘭
盆
会

　

山さ
ん
も
ん
だ
い
せ
が
き

門
大
施
餓
鬼 

法
要

　

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
６
年
８
月
１６
日

（金
）

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
11
時
か
ら

正
面
山
門 

横
の
樹
木
伐
採

　

山
門
の
そ
ば
に
植
わ
っ
て
い
た
樹
木
を
伐
採
し
ま

し
た
。
ク
ス
ノ
キ
の
よ
う
な
葉
っ
ぱ
で
し
た
が
、
樹

木
の
種
類
は
不
明
で
モ
チ
ノ
キ
か
？

　

数
年
前
よ
り
根
本
の
痛
み
が
激
し
く
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
い
よ
い
よ
中
が
空
洞
化
し
、
樹
皮
で

支
え
て
い
る
状
況
。
万
一
倒
木
し
て
は
山
門
を
含

め
、
歩
行
者
へ
の
被
害
も
懸
念
さ
れ
る
状
況
で
し

た
。
住
職
も
木
登
り
し
た
思
い
出
の
あ
る
木
。
お

寺
の
歴
史
と
と
も
に
あ
っ
た
大
木
で
残
念
で
し
た

が
、
読
経
供
養
し
伐
採
作
業
し
ま
し
た
。

大
本
山
總
持
寺
開
祖
太
祖
常
済
大
師

瑩け
い
ざ
ん
じ
ょ
き
ん

山
紹
瑾
禅
師
七
百
回
大
遠
忌

本
年
の
４
月
よ
り
神
奈
川
県
横
浜
市

の
大
本
山
總
持
寺
に
て
瑩
山
禅
師
の

七
百
回
大
遠
忌
法
要
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
大
遠
忌

（だ
い
お
ん
き
）
と
は
、
50
年
ご

と
に
行
わ
れ
る
祖
師
方
の
ご
法
事
の
こ
と
で
す
。

京
都
府
宗
務
所
で
は
９
月
に
団
体
参
拝
が
あ
り
、

住
職
・
護
持
会
長
等
で
、
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
た
、
第
三
教
区
の
大
遠
忌
法
要
を
１０

月
８
日
に
昌
寿
院
で
行
う
予
定
で
す
。


