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安
ら
ぎ
の
場

　

あ
な
た
に
と
っ
て
、
お
寺
の

敷
居
は
高
い
で
す
か
？　

　

用
事
も
な
い
の
に
行
き
に
く

い
。
あ
ま
り
関
心
が
無
い
。
お

参
り
の
作
法
が
分
か
ら
な
い
と

い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で

す
。
確
か
に
、
日
常
生
活
で
お

寺
が
縁
遠
く
感
じ
ら
れ
る
方
も

お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。　

　

し
か
し
、
実
際
に
は
多
く
の

方
が
当
寺
へ
来
ら
れ
ま
す
。　

　

法
事
や
行
事
の
参
列
の
他
に
、

仏
壇
・
お
墓
・
葬
式
・
法
事
の

相
談
、
人
生
相
談
、
た
だ
話
し

を
聞
い
て
欲
し
い
方
、
何
と
な

く
お
参
り
し
た
く
な
っ
た
な
ど

様
々
で
す
。
ま
た
最
近
で
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
メ
ー
ル
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
る

方
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

お
寺
や
住
職
は
、
葬
式
や
法

事
で
読
経
す
る
他
、
皆
の
心
の

拠
り
所
に
な
り
、
安
ら
ぎ
の
場

を
提
供
す
る
こ
と
が
役
目
で
す
。

　

若
僧
に
何
が
わ
か
る
の
か
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

確
か
に
そ
の
通
り
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
「
ま
ぁ
、
お
茶
ど
う
ぞ
」

（
禅
語=

喫
茶
去
）
と
一
緒
に

茶
の
み
話
し
は
出
来
ま
す
。

共
に
悩
み
考
え
る
こ
と
は
出

来
ま
す
。
少
な
か
ら
ず
仏
様

の
教
え
を
お
伝
え
す
る
こ
と
も

出
来
ま
す
。

　

私
は
お
寺
が
好
き
で
す
。
仏

教
フ
ァ
ン
の
一
人
で
す
。
お
寺

や

仏

教

は

癒

さ

れ

ま

す

。

「
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も

の
は
、
幸
福
で
あ
れ
、
安
穏
で

あ

れ

、

安

楽

で

あ

れ

。

」

（
ブ
ッ
タ
の
言
葉
・
中
村
元
訳
）

　

ど
う
ぞ
遠
慮
な
く
い
つ
で
も

当
寺
へ
お
越
し
下
さ
い
。
ま
た
、

ご
連
絡
頂
け
れ
ば
お
伺
い
致
し

ま
す
。

お
寺
、
好
き
で
す
か
？
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第８号 　2

　　　　

な
い
。
退
廃
し
た
現
状
で
あ
っ

た
。
私
は
立
ち
あ
が
っ
た
「
戦

い
に
は
敗
れ
た
。
し
か
し
心
ま

で
腐
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
我
々
が

生
活
す
る
宿
舎
造
り
だ
。
力
を

合
わ
せ
て
や
れ
ば
出
来
る
。
自

分
の
担
当
す
る
仕
事
が
出
来
た

ら
部
屋
へ
帰
す
」
』
と
あ
る
。

　

氷
点
下
四
十
度
の
過
酷
な
生

活
環
境
の
中
で
懸
命
に
生
き
よ

う
と
す
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い

る
。
後
に
歌
を
残
さ
れ
て
い
る
。

シ
ャ
ツ
ひ
と
つ

　

身
に
ま
と
わ
せ
て
葬
り
き　

我
が
率
い
て

　

き
た
り
し
兵
の
亡
骸

　

帰
国
後
は
、
「
平
和
国
家
の

一
員
と
し
て
頑
張
り
ま
す
」
と

言
い
、
中
学
国
語
教
諭
、
校
長

と
し
て
長
く
教
育
に
携
わ
る
。

久
米
町
教
育
長
在
職
中
に
は
、

久
米
町
史
発
行
の
偉
業
を
成
し

遂
げ
た
一
役
を
担
っ
た
こ
と
は

誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

戒
名
で
も
あ
る
が
「
不
昧
」

と
い
う
言
葉
が
好
き
で
あ
っ
た
。

心
が
欲
に
く
ら
ま
さ
れ
な
い
。

明
確
な
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

高
柳
氏
は
、
確
か
な
淳
い
心
で

善
き
教
え
を
残
さ
れ
た
、
郷
土

の
偉
人
で
あ
り
ま
す
。(

合
掌)

　　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
七
年

　
　
　
　
　
　

四
月
二
十
六
日
、

　
　
　
　
　
　

偉
大
な
方
が
旅

　
　
　
　
　
　

立
た
れ
ま
し
た
。

故 

高
柳
二
郎
（
九
十
五
才
）

善
教
院
淳
心
不
昧
居
士

　

ご
生
前
の
ご
功
績
を
偲
び
、

心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し

ま
す
。

　

高
柳
氏
の
自
叙
録
に
「
父
は

上
等
兵
、
馬
上
の
連
隊
長
の
前
、

地
図
を
片
手
に
誤
っ
て
は
な
ら

ぬ
と
、
街
の
人
に
た
び
た
び
道

を
確
か
め
、
誤
り
な
く
先
導
の

役
目
を
果
た
し
た
と
い
う
。
誇

り
高
く
語
る
父
の
姿
を
想
い
出

す
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
高
柳

氏
の
実
直
な
性
格
は
父
親
譲
り

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

出
兵
し
満
州
の
地
を
踏
み
、

戦
地
で
目
前
に
敵
が
迫
る
最
中

に
終
戦
を
迎
え
、
そ
の
後
シ
ベ

リ
ア
に
三
年
抑
留
。
自
叙
録
に

『
我
々
の
収
容
さ
れ
る
宿
舎
へ

と
向
か
っ
た
。
宿
舎
造
り
が
始

ま
っ
た
。
作
業
当
番
を
割
り
当

て
て
も
誰
も
出
て
こ
な
い
（
中

略
）
そ
れ
ぞ
れ
に
役
を
決
め
ら

れ
た
が
だ
れ
も
動
こ
う
と
は
し

仏
の
こ
と
ば　

①

う

ら

わ
た
し
を
の
の
し
っ
た
、
わ
た
し
を
笑
っ
た
、
わ
た
し
を
打
っ
た
と
思
う
者
に
は
、
怨
み
は

鎮
ま
る
こ
と
が
な
い
。

怨
み
は
怨
み
に
よ
っ
て
鎮
ま
ら
な
い
。
怨
み
を
忘
れ
て
、
は
じ
め
て
怨
み
は
鎮
ま
る
。

屋
根
の
ふ
き
方
の
悪
い
家
に
、
雨
が
漏
る
よ
う
に
、
よ
く
修
め
て
い
な
い
心
に
、
貪
り
の
お

も
い
が
さ
し
こ
む
。

怠
る
の
は
死
の
道
、
努
め
励
む
の
は
生
の
道
で
あ
る
。
愚
か
な
人
は
怠
り
、
智
慧
あ
る
人
は

努
め
励
む
。

弓
矢
を
作
る
人
が
、
矢
を
削
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
す
る
よ
う
に
、
賢
い
人
は
、
そ
の
心
を
正
し
く

す
る
。

心
は
抑
え
難
く
、
軽
く
た
ち
騒
い
で
と
と
の
え
難
い
。
こ
の
心
を
と
と
の
え
て
こ
そ
、
安
ら
か

さ
が
得
ら
れ
る
。

怨
み
を
抱
く
人
の
な
す
こ
と
よ
り
も
、
か
た
き
の
な
す
悪
よ
り
も
、
こ
の
心
は
、
人
に
悪
事
を

な
す
。

こ
の
心
を
、
貪
り
か
ら
守
り
、
瞋
り
か
ら
守
り
、
あ
ら
ゆ
る
悪
事
か
ら
守
る
人
に
、
ま
こ
と

の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
。

ぜ

ん

き

ょ

う

い

ん

じ

ゅ

ん

し

ん

ふ

ま

い

こ

じ

の

ち

檀
信
徒
を
訪
ね
て

し

ず
う

ら　

　

　

　

う

ら　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

し

ず　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

う

ら　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

う

ら　

　

　

　

し

ず

む

さ

ぼ

お

こ

た　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

ろ

か　

　

　

　

　

　

　

　

お

こ

た　

　

　

　

　

 

ち　

え

う

ら

む

さ

ぼ 
 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

か

（
『
仏
教
聖
典
』
仏
教
伝
道
協
会　

第
四
節
）

ほ
う
む

な
き
が
ら

ふ

ま

い
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●
ご
意
見
ご
感
想
、
次
回

の
少
林
寺
た
よ
り
「
澤
龍
」

投
稿
募
集
中
で
す
！

（
歴
史
・
俳
句
・
川
柳
・

短
歌
・
豆
知
識
・
活
動
等

ジ
ャ
ン
ル
は
問
い
ま
せ
ん
）

晃輝和尚のブログ「覚禅堂」
http://ameblo. jp/seiryo-koki/

少林寺ホームページ更新中
http://www.shorinzenji .com/

曹洞宗澤龍山少林寺フェイスブック
https://www.facebook.com/shorinzenji

　

新
緑
の
好
季
節
と
な
り
皆
様

に
お
か
れ
ま
し
て
は
お
健
や
か

に
お
過
ご
し
の
こ
と
と
拝
察
致

し
ま
す
。

　

此
度
平
成
二
十
七
年
度
少
林

寺
婦
人
会
総
会
に
お
い
て
坪
井

上
地
区
・
佐
山
笑
子
が
会
長
に

就
任
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

会
長
と
言
う
大
役
を
お
受
け

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
少
林

寺
御
住
職
の
ご
指
導
、
そ
し
て

会
員
皆
様
の
ご
協
力
を
頂
き
会

の
よ
り
充
実
し
た
活
動
に
努
め

さ
せ
て
頂
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

会　

長　
　

佐
山　

笑
子

副
会
長　
　

田
丸　

ふ
じ
江

副
会
長　
　

保
田　

カ
ツ
エ

会　

計　
　

實
成　

尚
美

理　

事　
　

政
安　

薫

理　

事　
　

原
田　

恵
子

理　

事　
　

山
中　

敬
子

理　

事　
　

福
島　

宏
子

理　

事　
　

河
原　

優
代

理　

事　
　

池
田　

和
子

理　

事　
　

澤
田　

通
恵

理　

事　
　

永
田　

千
津
子

理　

事　
　

村
上　

保
子

理　

事　
　

實
成　

恵
子

監　

事　
　

國
米　

梅
子

監　

事　
　

國
米　

恵
子

評
議
員　
　

牧
原　

良
子

評
議
員　
　

奥　
　

由
紀
江

評
議
員　
　

沼　
　

美
智
香

評
議
員　
　

中
島　

淳
子

評
議
員　
　

中
島　

靖
子

評
議
員　
　

岡　
　

さ
だ
子

評
議
員　
　

原
田　

純
子

評
議
員　
　

福
島　

由
利
子

評
議
員　
　

太
田　

淳
子

評
議
員　
　

杉
井　

聡
美

評
議
員　
　

楽
万　

悦
子

評
議
員　
　

木
原　

怜
子

評
議
員　
　

髙
本　

美
代
子

評
議
員　
　

國
米　

貞
子

評
議
員　
　

林
原　

幸
子

評
議
員　
　

石
井　

節
子

（
順
不
同
敬
称
略
）

　

旧
役
員
様
、
二
年
間
お
世
話

に
な
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

新
役
員
様
、
二
年
間
ご
力
添

え
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

婦
人
会
会
長
　
　

　
就
任
の
ご
挨
拶

婦
人
会
新
役
員
　
紹
介

平成2７年
少林寺婦人会　定期総会
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私
た
ち
の
風
習
の
衰
退
と
は
裏
腹

に
、
と
い
う
か
衰
退
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
で
し
ょ
う
が
、
ク
リ
ス
マ

ス
や
バ
レ
ン
タ
イ
ン
、
ハ
ロ
ー
ウ
ィ

ン
と
い
っ
た
西
欧
の
風
習
が
浸
透

し
つ
つ
あ
り
、
本
当
に
考
え
さ
せ

ら
れ
ま
す
。
イ
ー
ス
タ
ー
（
復
活

祭
）
ま
で
は
や
ら
せ
よ
う
と
い
う

動
き
が
あ
る
と
の
話
を
聞
き
ま
し

た
。
西
欧
の
歳
時
、
風
習
は
西
欧

の
歴
史
が
育
ん
で
き
た
わ
け
で
す

が
、
そ
の
歴
史
と
無
縁
な
私
た
ち

の
生
活
の
中
に
持
ち
込
も
う
と
す

る
の
は
、
私
た
ち
を
も
っ
ぱ
ら
商

品
の
消
費
者
と
し
て
見
る
た
め
、

と
い
う
の
は
見
や
す
い
道
理
で
し
ょ

う
。
実
は
、
西
欧
の
風
習
と
同
じ

内
容
の
も
の
が
、
私
た
ち
の
伝
統

的
な
風
習
の
中
に
す
べ
て
含
ま
れ

て
い
た
も
の
で
し
た
。
小
正
月
行

事
、
八
朔
、
中
秋
の
名
月
、
亥
の

子
行
事
な
ど
、
と
り
わ
け
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
よ
ろ
こ
び
の
日
だ
っ

た
風
習
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
も
の

で
す
。

　

月
の
暦
を
作
っ
て
２
０
年
に
な

り
ま
す
が
、
何
月
と
か
日
付
け
、

曜
日
し
か
分
か
ら
な
い
西
暦
と
違

い
、
月
や
季
節
と
い
っ
た
自
然
を

表
し
て
い
る
月
暦
の
良
さ
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
に
は
、
身
を
も
っ
て
伝
統

的
な
歳
時
、
風
習
に
取
り
組
も
う

と
考
え
、
こ
の
１
５
年
ば
か
り
で

す
が
、
新
年
行
事
、
五
節
供
、
月

の
行
事
な
ど
を
行
な
い
、
月
や
花

な
ど
の
自
然
と
共
に
あ
る
歳
時
の

意
義
を
確
か
め
て
き
ま
し
た
。

 

歳
時
の
日
時
を
考
え
る
の
に
ち
ょ

う
ど
い
い
年
が
今
年
の
暦
で
、
月

暦
と
西
暦
と
の
違
い
が
よ
く
分
か

る
一
年
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
七
夕
で
す
が
、
伝
統
的
な
七

夕
で
あ
る
月
暦
七
月
七
日
は
西
暦

で
は
８
月
２
０
日
。
西
暦
７
月
７

日
か
ら
は
一
ヶ
月
と
二
週
間
も
離

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
西
暦
七
夕
行

事
で
は
い
か
に
も
ご
ま
か
し
に
な
っ

て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
と
て

も
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
す
。
そ

し
て
何
よ
り
、
七
夕
に
は
七
日
の

月
と
い
う
上
弦
ご
ろ
の
月
が
あ
る

こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

歳
時
と
い
う
一
年
間
の
折
々
の

節
目
を
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
迎

え
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？ 

子
ど

も
の
成
長
、
健
康
、
長
寿
の
願
い
、

あ
る
い
は
死
者
の
魂
と
の
交
歓
な

ど
、
一
年
を
通
し
て
人
は
さ
ま
ざ

ま
な
行
事
を
節
目
に
生
活
し
て
き

た
も
の
で
す
が
、
明
治
時
代
以
降

の
近
代
、
現
代
は
そ
う
し
た
慣
わ

し
の
多
く
が
衰
退
ま
た
は
消
滅
す

る

時

代

に

な

っ

て

い

ま

す

。

 

月
の
暦
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
旧
暦

が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
そ

の
大
き
な
原
因
の
一
つ
で
す
が
、

h t t p : / / t s u k i g o y o m i . j p

「
月
暦
の
歳
時
を
考
え
る
」

　

当
寺
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
中

秋
の
名
月
の
取
り
組
み
を
は
じ
め

正
月
の
あ
り
方
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

歳
時
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ

て
お
ら
れ
て
、
本
当
に
力
づ
け
ら

れ
ま
す
。
私
の
運
営
す
る
会
と
い

つ
か
共
に
歳
時
を
い
と
な
ん
で
い

た
だ
け
る
機
会
が
あ
れ
ば
何
よ
り

だ
な
と
、
心
か
ら
思
い
ま
す
。

◎
「
月
と
季
節
の
暦
」

カ
レ
ン
ダ
ー
発
売
中
で
す
！

月
か
ら
季
節
を
学
ん
で
み

ま
せ
ん
か
？

◎
是
非
、
下
記
サ
イ
ト
ご

覧
下
さ
い
。
月
の
面
白
さ

暦
の
大
切
さ
が
満
載
で
す
。

志
賀　

勝
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覚
　
禅
　
会

か

く

ぜ

ん

か

い

　

●
九
時
～
坐
禅
、
行
茶

　

●
十
時
～
読
経
、
写
経

参
加
費
無
料
。

坐
禅
と
写
経
の
二
部
制
で
す
。

一
方
の
参
加
も
可
能
で
す
。

初
め
て
の
方
ご
指
導
致
し
ま
す
。

足
の
不
自
由
な
方
の
坐
禅
は
、
椅
子
に
座
り
足

を
組
ま
な
く
て
も
で
き
ま
す
。

写
経
は
、
椅
子
と
机
が
ご
ざ
い
ま
す
。
道
具
も

あ
り
ま
す
。

（
使
い
慣
れ
た
道
具
が
あ
れ
ば
持
参
下
さ
い
）

檀
家
、
年
齢
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

ど
な
た
様
も
お
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。

※

団
体
の
場
合
は
ご
連
絡
下
さ
い

（
個
別
の
日
程
は
要
相
談
）

※

個
人
、
団
体
、
企
業
な
ど
出
張
で
坐
禅
会
・

写
経
会
を
致
し
ま
す
。

勝
手
な
が
ら
、
急
な
日
程
変
更
も
あ
り
ま
す
の

で
事
前
に
ご
確
認
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

　

夜
の
坐
禅
会
『
夜
坐
』
下
記
の
日
程
で
行
っ

て
お
り
ま
す
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
も
予

定
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
（
三
頁
参
照
）

《
覚
禅
会
六
月
～
一
月
の
予
定
》

　

毎
月　

第
二
土
曜
日　

開
催

● 　

六
月　

十
三
日
（
土
）
九
時

● 　

七
月　

十
一
日
（
土
）
九
時

● 　

九
月　

十
二
日
（
土
）
九
時

● 　

十
月　
　

十
日
（
土
）
九
時

● 

十
一
月　

十
四
日
（
土
）
九
時

● 

十
二
月　

十
二
日
（
土
）
九
時

● 　

一
月　
　

九
日
（
土
）
九
時

　

※

八
月
は
禅
道
場
体
験
で
す

《
覚
禅
会　

夜
坐
》　

夜
の
坐
禅
会

● 

九
月
二
十
七
日
（
日
）
十
九
時
半

　
　

中
秋
の
名
月　

お
月
見
会

　
　

※

十
八
時
か
ら
団
子
作
り

● 

十
月
二
十
五
日
（
日
）
十
九
時
半

　
　

後
名
月　

お
月
見
会

● 

十
一
月
十
三
日
（
金
）
十
九
時
半

　
　

少
林
寺
開
山
忌

● 

十
二
月
七
日
（
月
）
十
九
時
半

　
　

摂
心
会
（
釈
尊
成
道
会
前
夜
）

　

六
月
十
四
日
（
日
）
十
四
時

　

毎
年
恒
例
ご
先
祖
様
の
供
養

会
と
併
用
し
法
要
を
営
み
ま
す
。

・
開
山　
　

大
網
愚
溪
大
和
尚

　
　
　
　
　
　

四
百
五
十
回
忌

・
十
八
世　

實
参
義
道
大
和
尚

　
　
　
　
　
　

三
十
三
回
忌

・
故　
　
　

清
涼
峰
代

　
　
　
　
　
　

二
十
五
回
忌

・
檀
信
徒
総
供
養

　

八
月
十
八
日
（
火
）
十
六
時

　

本
年
は
、
落
語
（
別
紙
参
照
）

と
お
盆
の
大
法
要
。
特
に
、
初

盆
の
お
宅
は
お
参
り
下
さ
い
。

　

八
月
二
十
一
日
（
金
）

　

七
時
半
～
十
三
時
頃

　

少
林
寺
で
修
行
を
体
験
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

　

掃
除
、
坐
禅
、
読
経
、
写
経
、

お
話
し
な
ど
修
行
致
し
ま
す
。

子
供
か
ら
大
人
ま
で
檀
家
は
問

い
ま
せ
ん
。
親
子
・
お
友
達
等

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご
参
加
下

●
年
忌
法
要
・
総
供
養

●
盂
蘭
盆
大
施
食
会

●
禅
道
場
体
験

さ
い
。

・
参
加
資
格　

や
る
気
あ
る
人

・
対
象　

小
学
生
以
上

（
お
一
人
様
か
ら
参
加
可
能
）

・
予
約
制
（
先
着
七
十
名
）

・
申
込
み
方
法

　

少
林
寺
に
て
「
禅
道
場
体
験

　

入
門
願
」
に
ご
記
入
下
さ
い

・
参
加
費　

無
料

・
〆
切　

八
月
十
日
迄

　

十
二
月
三
十
一
日

　
　

二
十
三
時
半
頃
か
ら

　

元
旦
～
三
日

　

随
時
、
御
祈
祷
を
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
。
厄
年
、
お
祓
い

な
ど
新
年
の
ご
祈
願
致
し
ま
す
。

（
お
札
・
お
守
り
ご
ざ
い
ま
す
）

　

六
月
十
四
日
（
日
）

　
　
　
　
　

坪
井
下
地
区

　

八
月
十
七
日
（
月
）

　
　
　
　
　

中
北
上
地
区

　

十
二
月
二
十
日
（
日
）

　
　
　
　
　

中
北
下
地
区

　

※

遠
方
の
お
檀
家
さ
ん
の

　

お
手
伝
い
も
大
歓
迎
で
す
。

●
二
年
参
り
（
除
夜
の
鐘
）

●
修
正
会

●
婦
人
会
清
掃
活
動

平
成
二
十
七
年
　

　
主
な
行
事
予
定

う

ら

ぼ

ん

だ

い

せ

じ

き

え

そ

う

く

よ

う

し
ゅ
し
ょ
う
え
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平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日
発
行

棚
経
（
盆
経
）
の

お
知
ら
せ

　

今
年
も
棚
経
（
お
盆
の
お
経
）

に
お
伺
い
致
し
ま
す
。　
　
　

　

美
作
地
区
外
の
方
は
例
年
通

り
、
お
電
話
に
て
日
程
を
ご
連

絡
致
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　

　

美
作
地
区
の
方
は
、
勝
手
乍

ら
下
記
の
予
定
表
通
り
お
勤
め

さ
せ
て
頂
き
ま
の
で
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。
た
だ
し
、
葬

儀
な
ど
で
急
な
予
定
変
更
も
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
折
は
何

卒
ご
理
解
下
さ
い
。　
　
　
　

　

ま
た
、
ご
都
合
の
悪
い
方
は

ご
連
絡
頂
け
れ
ば
日
程
の
変
更

も
可
能
で
す
の
で
ご
遠
慮
な
く

お
申
し
出
下
さ
い
。　
　
　
　

　

お
留
守
の
場
合
は
、
略
儀
乍

ら
外
か
ら
ご
回
向
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
は
七
時
～
十
三
時
頃　

午
後
は
十
二
時
～
二
十
時
頃

の
予
定
で
す　
　
　
　
　
　

（
早
朝
よ
り
、
昼
食
時
、
日
暮

れ
時
に
訪
問
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
何
卒
ご
協
力
下
さ
い
。
）

た
な
ぎ
ょ
う

日にち 曜日 時間 地域（仏壇の安置場所で表記）

6月上旬頃 関東、中部地域

6月上～下旬頃 関西地域

7月上旬頃 中国（岡山県外）四国地域

7月上～中旬頃 岡山県南地域

7月中旬頃 新見市、勝央町、美作市

午前 加茂町、上横野、苫田郡鏡野町、宮部下

午後 宮尾、久米川南、神代、福田下、桑上、桑下、戸脇、久米郡美咲町

午前 山方、一宮、大田、沼

午後 上河原、北園町、山下、椿高下、総社、小原

午前 林田、野介代、川崎、中原、高野本郷、横山、昭和町

午後 大谷、南新座、福渡町、坪井町、鉄砲町、小田中、二宮、院庄

7月31日 金 午前 真庭市

午前 畝西、政友

午後 追分、原（上）

午前 原（下）、安清（上）

午後 安清（下）、福本

午前 明谷、岩谷

午後 磯尾、寺城、大宮

午前 坪井（１）（２）

午後 坪井（２）（３）（４）

午前 岡、寺岡、千代

午後 三成（１）（２）

午前 多田、領家

午後 木原、向山根

午前 山根（東）（中）（西）

午後 奈義

8月8～12日 <予備日>

8月13日～15日頃 <初盆>  ※ご予約がまだの方は、お早めにご連絡下さい

秋彼岸頃 九州地域

8月2日

平成２7年 棚経（盆経）予定表

7月16日

7月17日

7月21日

8月1日

木

金

火

土

日

8月3日

8月4日

8月5日

8月6日

8月7日

月

火

水

木

金
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