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旧
年
中
は
、
格
別
の
ご
厚
情
を
賜
わ
り
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
年
も
皆
様
の
ご
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
子
供
が
お
正
月
に
心
待
ち
に
す
る

「
お
年
玉
」
の
起
源
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
、
本
来
お
金
で
は
な
く
、
新
年
を

司
る
年
神
に
お
供
え
し
た
お
餅
の
お
下
が
り

を
丸
く
し
「
餅
玉
」
と
し
て
神
の
魂
を
与
え

た
も
の
が
お
年
玉
で
す
。「
た
ま
」
と
は
「
魂
」

の
こ
と
で「
と
し
だ
ま
＝
年
魂
↓
年
玉
」で
す
。

お
供
え
物
に
は
、
祀
っ
た
神
霊
の
分
霊
が
宿

る
と
さ
れ
、
そ
れ
を
頂
く
こ
と
に
よ
り
、
人

は
力
を
蓄
え
新
た
な
一
年
に
備
え
ま
す
。
そ

れ
が
後
に
、
目
上
の
者
か
ら
贈
ら
れ
る
お
正

月
の
お
小
遣
い
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
元
々
、
年
二
回
お
盆
と
お
正
月
は
ご
先
祖

様
を
お
迎
え
す
る
行
事
で
し
た
。
そ
の
魂
は

先
祖
の
魂
を
お
迎
え
し
て
い
る
の
で
す
。
神

棚
と
仏
壇
の
両
方
で
丁
重
に
お
迎
え
致
し
ま

す
。
今
が
あ
る
の
は
ご
先
祖
様
の
お
陰
で
す
。

差
し
上
げ
る
お
年
玉
に
、
先
祖
の
思
い
（
魂
）

を
込
め
た
い
も
の
で
す
。

謹
賀
新
年

住
職
　
清
涼 
晃
輝
　
合
掌

一
周
忌　
　
　

平
成
二
十
八
年

三
回
忌　
　
　

平
成
二
十
七
年

七
回
忌　
　
　

平
成
二
十
三
年

十
三
回
忌　
　

平
成
十
七
年

十
七
回
忌　
　

平
成
十
三
年

二
十
三
回
忌　

平
成
七
年

二
十
五
回
忌　

平
成
五
年

二
十
七
回
忌　

平
成
三
年

三
十
三
回
忌　

昭
和
六
十
年

三
十
七
回
忌　

昭
和
五
十
六
年

四
十
三
回
忌　

昭
和
五
十
年

四
十
七
回
忌　

昭
和
四
十
六
年

五
十
回
忌　
　

昭
和
四
十
三
年

百
回
忌　
　
　

大
正
七
年

今
が
あ
る
の
は
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仏
教
に
基
づ
き
、
い
の
ち
と
向
き
合
い
、
ご
縁

を
大
事
に
、
仏
様
と
出
会
う
「
少
林
寺
」
は
、
檀

信
徒
・
地
域
の
人
々
の
目
線
で
、
仏
教
・
仏
事
を

分
か
り
易
く
伝
え
ま
す
。

一
、
禅
の
道
場
と
し
て
禅
の
道
を
歩
み
ま
す

　
　
　

一
つ
一
つ
丁
寧
に
、
善
い
行
い
に
つ
と
め
、

　
　
　

身
と
心
を
正
し
く
整
え
ま
す
。

一
、
救
済
に
勤
め
ま
す

　
　
　

葬
儀
・
法
事
・
先
祖
供
養
、
法
話
、
祈
祷

　
　
　

は
真
心
を
込
め
お
勤
め
し
ま
す
。

　
　
　

悩
み
苦
し
み
に
寄
り
添
い
ま
す
。

一
、
人
々
の
交
流
の
場
と
な
り
ま
す

　
　
　

檀
信
徒
・
地
域
住
民
を
は
じ
め
皆
が
集
い
、

　
　
　

地
域
に
貢
献
し
平
和
な
社
会
の
実
現
に
勤

　
　
　

め
ま
す
。

　

地
域
不
動
の
お
寺
と
し
て
、
あ
な
た
の
故
郷
の

お
寺
と
な
り
、
人
生
の
苦
し
み
喜
び
を
共
に
歩
み
、

安
心
出
来
る
心
の
拠
り
所
を
目
指
し
ま
す
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
職　

合
掌

　
　

少
林
寺
の
使
命

〇古い卒塔婆は、読経後に墓地の土へ還します。または、読経後に墓地でお焚き上げ（焼却）
　します。少林寺でお焚き上げ出来ますので、お悩みの方はご相談下さい。

　
Ｈ
さ
ん
は
、
震
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
、
避
難
所
の
ト
イ
レ
が
ひ
ど

い
汚
れ
で
驚
い
た
。
そ
れ
か
ら
Ｈ

さ
ん
は
、
瓦
礫
撤
去
の
合
間
に
、

毎
日
ト
イ
レ
掃
除
を
し
た
。
最
初

は
被
災
者
か
ら
不
思
議
な
目
で
見

ら
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
「
い
つ

も
あ
り
が
と
う
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。　
数
日
経
っ
た
あ

る
日
、
小
学
生
が
「
僕
達
に
も
手

伝
わ
せ
て
下
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
。

一
緒
に
ト
イ
レ
掃
除
を
し
た
。
そ

の
小
学
生
た
ち
は
掃
除
以
外
で
も

必
ず
ト
イ
レ
の
ス
リ
ッ
パ
を
揃
え

ト
イ
レ
の
美
観
に
勤
め
た
。
や
が

て
、
大
人
も
感
心
し
て
、
そ
の
避

難
所
の
ト
イ
レ
は
い
つ
も
綺
麗
に

な
っ
た
。

　
一
瞬
一
瞬
が
大
事
な
修
行
で

す
。
日
常
の
全
て
が
修
行
の
場
。

心
掛
け
次
第
で
ど
ん
な
場
所
も
自

分
を
高
め
る
道
場
に
な
り
ま
す
。

歩
歩
是
道
場

仏の智慧に学ぶ

ほ

ほ

こ

れ

ど

う

じ

ょ

う

　
卒
塔
婆
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
（
イ
ン
ド
の
言
葉
）
で
「
ス
ト
ゥ
ー

パ
」
と
呼
ば
れ
「
卒
塔
婆
」「
塔
婆
」

と
漢
字
に
当
て
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
卒
塔
婆
は
、
遺
体
を
埋
葬
す
る
お

墓
や
塔
を
指
し
ま
す
。
釈
尊
の
お
墓

が
起
源
で
、
遺
体
を
埋
め
土
饅
頭
や

石
を
の
せ
た
お
墓
が
最
初
で
し
た
。

や
が
て
、
五
輪
塔
や
多
宝
塔
に
発
展

し
、
現
代
は
代
々
墓
や
供
養
塔
が
あ

り
ま
す
。
五
輪
塔
は
「
空
・
風
・
火
・

水
・
地
」
の
宇
宙
の
五
大
根
源
を
説

く
塔
で
、
生
命
は
宇
宙
に
還
っ
て
い

く
意
味
を
も
ち
ま
す
。

　
墓
石
の
裏
に
建
立
す
る
木
板
の
卒

塔
婆
の
刻
み
は
、
こ
の
五
大
根
源
を

表
し
ま
す
。
卒
塔
婆
の
建
立
は
、
善

行
の
功
徳
と
な
り
亡
き
人
の
供
養
と

な
る
信
仰
で
す
。○
○
年
忌
等
の
節
目

で
、
住
職
が
木
板
の
卒
塔
婆
に
戒
名

や
経
文
を
書
き
、
お
墓
に
建
立
し
、

読
経
さ
れ
供
養
さ
れ
て
い
ま
す
。

卒
塔
婆
と
は
？

澤ちゃんの仏教・仏事Ｑ＆Ａ

そ

と

う

ば

（
禅
林
類
聚
）

そ
と
う
ば

そ
と
う
ば
　
　
　
と
う
ば

ご
り
ん
と
う
　 

た
ほ
う
と
う
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六
月
十
二
日
　
　
坪
井
上
地
区

　
八
月
十
八
日
　
　
坪
井
下
地
区

　
十
二
月
十
八
日
　
中
北
上
地
区

　
◆
総
供
養
　（
六
月
十
二
日
）

　
　
国
米
貞
子
さ
ん
（
多
田
）

　
　
實
成
尚
美
さ
ん
（
岡
）

　　
◆
盂
蘭
盆
大
施
食
会

　
　
　
　
　
　（
八
月
十
八
日
）

　
　
佐
山
笑
子
さ
ん
（
原
）

　
　
原
田
恵
子
さ
ん
（
安
清
）

　
　
山
中
敬
子
さ
ん
（
福
本
）

　
　
　
　
　
　（
八
月
二
十
二
日
）

　
　
佐
山
笑
子
さ
ん
（
原
）

　
　
保
田
カ
ツ
エ
さ
ん
（
岩
谷
）

　
　
田
丸
ふ
じ
江
さ
ん
（
坪
井
）

皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

婦人会　活動

　
六
月
二
十
五
日
、
梅
花
流
詠
讃
歌
特
派
講
習
会

が
毎
来
寺
様(

真
庭
市
目
木)

で
開
催
。

　
講
師
は
、
泉
福
寺
ご
住
職
〈
野
口
謙
治
〉
老
師

(

茨
城
県)

に
ご
指
導
頂
き
ま
し
た
。

　
岡
山
県
第
六
教
区(

美
作
地
区)

約
三
十
名
の

御
詠
歌
講
員
さ
ん
が
一
日
み
仏
様
の
教
え
を
学
ば

れ
ま
し
た
。
少
林
寺
講
か
ら
は
五
名
が
参
加
。

　
十
月
二
十
四
日
、
梅
花
流
岡
山
県
奉
詠
大
会
五

十
周
年
に
あ
た
り
、
永
く
御
詠
歌
に
精
進
さ
れ
た

　〈
木
原
怜
子
さ
ん
〉　〈
清
涼
久
惠
さ
ん
〉
が
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
少
林
寺
御
詠
歌
講
と
し
て
も
功
績
が
認

め
ら
れ
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

梅花流　詠讃歌

原
田
繁
穂
さ
ん
（
安
清
）

最
近
で
は
珍
し
く
な
っ
た
同
居

一
家
　
四
世
代
　
八
人
家
族

手
前
の
二
人
は
、
ひ
孫
さ
ん

　
百
華
ち
ゃ
ん
（
小
学
一
年
生
）

　
悠
吾
く
ん
（
小
学
三
年
生
）

なむなむ　のんのんさまなむなむ　のんのんさま
「
家
族
は
宝
」

　
う
ち
の
お
宝
を
紹
介

も 

か

ゆ
う
ご

ご意見、ご感想、投稿【 募集中 】
お知らせ

趣味、特技等の発表にお使い下さい
「檀信徒を訪ねて」
「なむなむ　のんのんさま」
出ませんか？　お気軽にお声かけ下さい曹洞宗 澤龍山 少林寺

●電話 0868-57-2303  ●住職電話 080-6351-9686

●
清
掃
の
奉
仕
活
動

●
法
要
接
客
の
ご
奉
仕

●
禅
道
場
体
験
の
ご
奉
仕

＊御詠歌講員さん募集中
　講師　源福寺ご住職　小谷典尚 先生
　毎月　２回　1,500 円 (1 回 )　
　ご見学ご自由にどうぞ。
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少
林
寺
の
寺
地
、
津
山
市
中

北
下
（
寺
岡
）
一
五
二
八
番
地

に
薬
師
如
来
を
本
尊
に
ま
つ
る

【
金
竜
山
天
福
庵
】
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
お
堂
に
雨
漏
り
が
判

明
し
、
屋
根
瓦
の
葺
替
え
、
天

井
や
床
板
等
の
改
修
工
事
を
行

い
無
事
完
了
し
ま
し
た
。
施
工

業
者
は
「
出
建
」
さ
ん
「
大
植

和
男
」
さ
ん
で
す
。

【
天
福
庵
の
由
来
】

　
縁
起
書
は
元
弘
二
（
南
朝
年

号
、
一
三
三
二
）
年
三
月
十
八

日
の
夜
、
後
醍
醐
天
皇
が
院
の

庄
で
見
ら
れ
た
夢
は
、
此
処
か

ら
西
に
当
り
柳
の
木
の
二
本
あ

る
所
が
あ
り
、
そ
の
近
く
に
山

が
あ
り
、
そ
こ
に
薬
師
如
来
が

木
の
下
に
御
安
座
に
な
っ
て
い

る
。
と
い
う
の
で
あ
る
。
翌
朝

に
な
り
隣
郷
に
二
本
の
柳
の
あ

る
所
は
な
い
か
と
御
尋
ね
が

あ
っ
た
。
其
の
時
在
所
の
者
共

の
申
す
に
、
此
処
よ
り
西
大
井

の
庄
に
二
本
の
柳
の
あ
る
所
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
出
雲
の
國

か
ら
京
都
や
伊
勢
に
通
ず
る
街

●
天
福
庵
改
修
工
事

主な護持会事業

道
の
道
端
で
、
伊
勢
参
宮
の

姉
と
弟
が
こ
こ
で
辨
当
を
た

べ
て
、
弟
が
箸
を
地
面
に
た

て
て
、
ど
う
か
此
の
箸
に
根

が
出
て
葉
が
出
て
い
つ
ま
で

も
残
る
よ
う
に
と
の
歌
を
詠

ん
で
立
ち
去
っ
た
そ
の
箸
が

二
本
の
柳
と
な
っ
た
も
の
だ

と
申
し
上
げ
た
。
天
皇
は
そ

の
柳
の
北
の
山
を
入
念
に
し

ら
べ
る
様
に
と
の
こ
と
で
、

人
々
が
落
葉
の
下
ま
で
も
掻

き
わ
け
て
探
し
た
と
こ
ろ
、

ふ
く
ら
し
の
木
が
地
か
ら
根

く
り
に
な
り
か
か
っ
て
い
る

の
を
、
大
入
道
に
小
入
道
と

い
う
者
が
引
き
か
え
し
た
と

こ
ろ
、
そ
の
下
か
ら
薬
師
如

来
が
現
れ
出
た
の
で
、
そ
の

こ
と
を
申
し
上
げ
た
と
こ

ろ
、
そ
こ
に
寺
を
建
て
、
そ

の
薬
師
如
来
を
本
尊
と
せ
よ

と
の
こ
と
で
翌
正
慶
二
（
北

朝
年
号
、
一
三
三
三
）
年
に

寺
の
建
立
が
あ
っ
た
。
こ
こ

ま
で
が
天
福
寺
の
起
源
で
、

ふ
く
ら
し
の
木
の
根
っ
こ
で

本
尊
様
が
見
つ
か
っ
た
の
で

「
ふ
く
ら
し
」の「
ふ
く
」（
福
）

を
と
っ
て
天
福
寺
と
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。（
久
米
町
史
）

　
そ
の
後
、
火
災
に
遭
い
廃
寺
と
な
る
も
本
尊

は
残
っ
て
い
ま
す
。
以
後
、
少
林
寺
を
本
寺
と

し
て
天
福
寺
か
ら
天
福
庵
と
な
り
現
在
の
建
物

と
な
り
、
岡
・
寺
岡
の
地
域
の
人
々
に
守
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
度
の
改
修
工
事
に
も
岡
自
治

会
・
寺
岡
自
治
会
よ
り
ご
寄
付
を
頂
き
ま
し
た
。

　
現
在
の
「
少
林
寺
霊
苑
」
北

側
の
山
林
を
伐
採
し
〈
伐
採
・

原
田
豊
さ
ん
〉、
新
墓
地
と
し

て
整
地
が
終
り
〈
施
工
、
山
口

建
設
さ
ん
・
久
米
建
設
さ
ん
〉

現
在
、
墓
地
登
記
中
で
す
。

　
平
成
二
十
九
年
度
は
、
墓
地

の
道
路
の
舗
装
、
水
道
設
備
等

を
整
備
す
る
予
定
で
す
。ま
た
、

永
代
供
養
塔
の
建
立
計
画
も
あ

り
、
平
成
三
十
年
に
は
、
墓
地

の
分
譲
、
永
代
供
養
塔
の
申
し

込
み
を
開
始
出
来
る
よ
う
進
め

て
お
り
ま
す
。

て
ん
ぷ
く
あ
ん

き
ん
り
ゅ
う
ざ
ん
て
ん
ぷ
く
あ
ん

改修前 改修前

改修後

改修後

墓地造成
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仏
教
書
か
ら
絵
本
、Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
ご
覧
頂
け
ま
す
。

貸
し
出
し
し
て
い
ま
す
。
ご
自
由
に
ど
う
ぞ
。

【
ブ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー
】
オ
ー
プ
ン

寂
し
さ
を
感
じ
て
い
る
方
、
つ
ら
い
方
、

私
で
宜
し
け
れ
ば
、
お
話
し
聞
か
せ
て
頂
け
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
い
つ
で
も
、
ど
う
ぞ
。（
住
職
）

お
話
聞
き
ま
す

絵
本
寄
進

・
楽
万
真
一
さ
ん

　

暦
づ
く
り
に
２
０
数
年
た
ず
さ
わ
り
、
月

の
勉
強
も
お
な
じ
く
ら
い
の
期
間
つ
づ
け
て

き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
間
に
到
達
し

た
考
え
方
を
講
演
の
形
で
聞
い
て
も
ら
う

チ
ャ
ン
ス
が
２
０
１
６
年
の
後
半
に
あ
り
ま

し
た
。
六
回
の
連
続
講
演
と
い
う
形
で
、
月

の
リ
ズ
ム
と
月
暦
の
仕
組
み
、
月
の
神
話
（
と

く
に
月
の
女
神
を
め
ぐ
っ
て
）、月
と
歳
時
（
五

節
供
や
年
中
行
事
、
月
待
ち
行
事
な
ど
）、
月

の
文
化
（
俳
句
や
和
歌
や
能
や
歌
舞
伎
な
ど
）、

月
と
生
物
（
と
く
に
海
洋
生
物
と
月
）、
月
と

女
性
、
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
お
話
し
ま
し
た
。

　

月
と
私
た
ち
の
か
か
わ
り
は
多
様
で
、
日

常
生
活
か
ら
行
事
や
文
化
に
ま
で
じ
つ
に
密

接
に
関
係
し
て
い
て
お
ど
ろ
き
で
す
が
、
生

命
と
は
な
に
か
と
い
っ
た
私
た
ち
が
存
在
す

る
根
本
問
題
を
考
え
る
上
で
も
月
は
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
月
や
季
節
感
が
分
か

ら
な
く
な
っ
た
西
暦
で
生
き
る
よ
う
に
な
っ

て
百
数
十
年
、
自
然
の
な
か
で
生
き
て
い
る

実
感
、
自
覚
は
ど
こ
か
へ
置
き
忘
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

生
命
と
月
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
教
え

て
く
れ
る
の
は
海
洋
生
物
で
す
。
ウ
ナ
ギ
（
二

ホ
ン
ウ
ナ
ギ
）
を
研
究
す
る
海
洋
学
者
の
塚

本
勝
巳
さ
ん
と
い
う
方
は
、
産
卵
を
は
じ
め

生
態
が
不
明
な
こ
の
ウ
ナ
ギ
の
【
追
っ
か
け
】

を
じ
つ
に
３
０
年
に
も
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ

ま
し
た
。 月

と
生
命
を
考
え
る

志
賀
　
勝

彼
は
、
ウ
ナ
ギ
は
新
月
時
期
に
卵
を
産
ん
で

い
る
に
ち
が
い
な
い
と
仮
説
を
た
て
て
研
究

に
い
そ
し
ん
だ
の
で
す
が
、
２
０
０
８
年
に

な
っ
て
と
う
と
う
卵
か
ら
か
え
っ
た
ば
か
り

の
幼
生
を
発
見
し
ま
し
た
。
場
所
は
、
私
た

ち
か
ら
何
千
キ
ロ
も
離
れ
た
マ
リ
ア
ナ
海
溝
、

そ
し
て
仮
説
ど
お
り
新
月
時
期
の
出
産
が
証

明
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
に
身
近
な
ウ
ナ
ギ

の
生
態
は
ほ
ん
と
う
に
す
ご
い
も
の
で
す
。

　

海
洋
生
物
が
月
の
リ
ズ
ム
で
生
き
て
い
る

こ
と
が
だ
ん
だ
ん
と
分
か
っ
て
き
て
、
私
た

ち
の
認
識
を
豊
か
に
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

で
は
人
間
は
ど
う
で
し
ょ
う
？　

受
胎
し
て

生
命
を
歩
み
は
じ
め
た
赤
ん
坊
は
、
母
体
の

羊
水
に
全
身
を
浸
（
ひ
た
）
し
て
成
長
し
て

い
き
ま
す
。
体
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
が
羊
水

に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ

の
羊
水
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
？　

そ
れ
は
海

そ
の
も
の
な
の
で
す
。
月
が
つ
か
さ
ど
る
こ

の
海
の
な
か
で
、
魚
、
両
生
類
、
爬
虫
類
、

哺
乳
類
の
進
化
の
過
程
を
ご
く
ご
く
み
じ
か

い
時
間
で
た
ど
っ
て
胎
児
は
人
間
へ
と
成
長

し
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
胎
児
の
世
界
を
教
え
た
の
は
解

剖
学
者
の
三
木
茂
夫
さ
ん
と
い
う
方
で
し
た

が
、
か
れ
は
自
然
科
学
者
で
あ
り
な
が
ら

〈
科
学
〉
の
弊
害
、
危
険
を
警
告
し
た
人

で
も
あ
り
、
自
然
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
人
間

の
現
在
を
批
判
し
た
人
で
し
た
。
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
羊
水
の
な
か
に
あ
っ
て
、

月
の
リ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て

大
き
く
な
っ
て
き
た
の
か
、
い
ち
ど
じ
っ

く
り
想
像
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。
私
た

ち
は
羊
水
の
な
か
に
丸
ま
っ
て
、
月
の
夢

で
も
見
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

http://tsukigoyomi.jp

●電話 0868-57-2303
●住職電話 080-6351-9686
●メール info@shorinzenji.com

〇あなたもお坊さんになりませんか？　ご興味のある方、少林寺住職までお問い合わせ下さい。
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写
経
と
坐
禅

　

た
だ
、
ひ
た
す
ら
に

―

覚
禅
会
に
参
加
し
て―

　
毎
月
修
行
し
て
お
り
ま
す
坐

禅
と
写
経
【
覚
禅
会
】
は
、
こ

れ
ま
で
多
く
の
方
々
に
、
体
験

し
て
頂
き
ま
し
た
。
毎
月
参
加

さ
れ
る
方
、
時
々
参
加
さ
れ
る

方
、
一
度
限
り
の
方
、
申
し
込

み
も
不
要
で
、
気
が
向
く
と
き

に
ご
来
寺
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　
今
回
、「
檀
信
徒
を
訪
ね
て
」

で
は
、
覚
禅
会
開
催
五
周
年
を

記
念
し
て
、
平
成
二
十
八
年
十

月
に
参
加
さ
れ
た
五
名
の
方
に

感
想
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
ご

覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
住
職
）

【覚禅会】毎月第２土曜日　９時～坐禅　１０時～写経　※詳細は１２頁をご覧下さい。
　　　　  ご参加お待ちしております。

だ
呼
吸
に
集
中
し
て
、
終
わ
り

の
合
図
を
待
ち
ま
す
。
合
図
の

前
に
い
つ
も
住
職
の
講
話
が
あ

り
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話
が
聞
か

れ
、
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。
静

か
な
時
間
の
中
で
、
ま
わ
り
の

水
の
音
や
鳥
の
鳴
き
声
な
ど
が

耳
に
入
り
、
終
っ
た
後
は
、
と

て
も
心
地
よ
く
清
々
し
い
気
持

ち
に
な
り
ま
す
。

　
少
し
の
休
憩
を
し
て
写
経
に

入
り
ま
す
。
ま
ず
、
般
若
心
経

を
お
唱
え
し
て
奉
納
御
写
経
用

紙
に
筆
で
た
だ
ひ
た
す
ら
に
一

字
一
字
心
を
こ
め
て
お
経
を
写

し
、
最
後
に
願
い
事
と
名
前
を

書
き
み
ん
な
で
普
回
向
を
唱
え

て
終
了
で
す
。

　
私
に
と
っ
て
、
普
段
で
は
味

わ
う
こ
と
の
な
い
心
安
ら
ぐ
幸

せ
な
ひ
と
時
で
あ
り
、
自
分
を

見
つ
め
る
時
間
に
も
な
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
続
け
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
興
味
の
あ
る

方
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
　
　（
國
米
寿
美
子
）

　
私
は
、
少
林
寺
で
毎
月
一
回

行
わ
れ
て
い
る
写
経
と
坐
禅
の

会
に
参
加
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま

す
。

　
写
経
に
は
、
以
前
か
ら
心
を

寄
せ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
度

そ
の
機
会
を
得
る
事
が
出
き
、

お
寺
の
静
寂
な
客
殿
に
お
い
て
、

二
百
六
十
数
文
字
の
般
若
心
経

の
手
本
を
前
に
し
た
時
は
、
筆

が
振
る
え
て
写
す
こ
と
の
み
に

気
持
ち
が
走
っ
て
居
る
の
が
良

く
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。

　
い
つ
の
間
に
か
写
経
を
書
い

て
い
る
時
は
気
持
ち
も
落
ち
着

き
、
日
々
の
生
活
の
中
か
ら
と

き
放
さ
れ
て
お
り
、
二
時
間
余

り
の
ひ
と
時
、
す
べ
て
の
煩
悩

雑
念
か
ら
「
無
の
心
」
に
な
っ

て
い
る
自
分
に
気
付
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
写
経
・
坐
禅
を

通
し
て
心
を
見
詰
め
て
行
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
岸
光
子
）

　
少
林
寺
の
覚
禅
会
に
参
加
す

る
よ
う
に
な
っ
て
、
早
四
年
余

り
。
月
一
回
の
朝
と
て
も
有
意

義
な
時
間
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。

　
ま
ず
坐
禅
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

私
は
今
は
椅
子
に
坐
っ
て
行
っ

て
い
ま
す
。
は
じ
め
に
姿
勢
を

正
し
、
目
は
一
点
を
見
つ
め
、

何
事
も
考
え
る
こ
と
な
く
、
た

檀信徒を訪ねて

か
く
ぜ
ん
か
い
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檀信徒を訪ねて

　
四
年
ほ
ど
前
に
な
る
で
し
ょ

う
か
。
お
寺
で
の
行
事
の
際
、

第
二
土
曜
日
に
坐
禅
・
写
経
を

し
て
い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
お
越
し

く
だ
さ
い
と
の
お
話
が
あ
り
、

私
は
以
前
か
ら
一
度
体
験
し
て

み
た
い
と
の
思
い
が
あ
っ
た
の

で
参
加
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
最
初
、
足
を
組
み
坐
る
の
で

す
が
、
う
ま
く
組
め
ず
膝
も
痛

い
し
、
と
て
も
辛
い
時
間
で
し

た
。
そ
の
後
、
椅
子
で
の
坐
禅

に
変
え
や
っ
と
集
中
し
て
坐
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
階
段
を
の
ぼ
り
山
門
に
入
る

と
、
き
れ
い
に
掃
き
清
め
ら
れ

た
庭
、
ド
ン
と
た
た
ず
む
本
堂

を
見
て
、
一
瞬
で
気
持
ち
が
引

き
締
ま
り
ま
す
。
シ
ー
ン
と
静

ま
り
か
え
っ
た
本
堂
の
中
で
、

忙
し
い
日
常
を
忘
れ
、
呼
吸
を

整
え
、
姿
勢
を
整
え
坐
る
。
そ

の
こ
と
に
集
中
す
る
こ
の
時
間
、

遠
く
で
小
鳥
の
さ
え
ず
り
、
水

の
音
だ
け
が
聞
こ
え
て
い
る
。

　
　

体
感

　
毎
月
第
二
土
曜
日
の
午
前
、
少

林
寺
で
の
坐
禅
と
写
経
の
会
に
参

加
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

　
平
成
二
十
四
年
八
月
に
母
を
亡

く
し
た
後
、
こ
の
会
を
知
り
、
通

い
出
し
て
丸
四
年
に
な
り
ま
す
。

　
日
頃
は
雑
用
で
忙
し
く
て
、
坐

禅
の
境
地
に
中
々
な
れ
な
い
け
れ

ど
、
お
若
い
住
職
様
の
教
え
で
、

凜
と
し
た
静
け
さ
の
中
、
心
を
無

に
す
る
時
、う
ら
ら
か
に
鳥
の
声
、

庭
石
を
伝
い
流
れ
る
水
の
音
を
耳

に
し
な
が
ら
、「
今
、
私
は
生
か

さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
実
感
し
ま

す
。

　
写
経
も
小
一
時
間
、
無
心
に
筆

を
進
め
て
お
り
ま
す
。
写
経
は
と

て
も
脳
ト
レ
に
な
る
そ
う
で
す

ね
。

　
月
ご
と
に
、
お
時
間
と
場
所
を

用
意
し
て
迎
え
て
下
さ
る
こ
と
に

感
謝
で
す
。
お
仲
間
が
も
っ
と
増

え
て
、
こ
の
幸
せ
な
時
を
分
か
ち

合
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
武
村
依
子
）

こ
の
空
間
で
ご
住
職
と
共
に
体

感
で
き
る
こ
と
を
あ
り
が
た
く

思
い
ま
す
。

　
ご
住
職
の
毎
回
の
法
話
も
勉

強
に
な
り
ま
す
。
写
経
は
印
刷

し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
な

ぞ
っ
て
書
い
て
い
く
の
で
、
思

い
の
ほ
か
ス
ム
ー
ズ
に
書
け
ま

し
た
。
心
静
か
に
集
中
し
て
書

い
て
い
く
の
で
、
願
い
に
つ
な

が
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
月

に
一
度
、
出
来
る
だ
け
休
ま
ず

参
加
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　（
國
米
由
美
子
）

　
初
め
て
覚
禅
会
に
参
加
し
た

の
は
三
年
前
の
冬
で
あ
る
。
山

門
を
入
る
時
に
は
そ
れ
ほ
ど
で

も
な
か
っ
た
の
に
、
坐
禅
を
終

え
て
本
堂
の
外
を
見
る
と
、
雪

が
降
り
積
も
り
、
短
時
間
の
う

ち
に
靴
は
す
っ
ぽ
り
と
埋
も
れ

る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。
印
象

的
な
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
そ

れ
か
ら
は
、
都
合
の
つ
く
限
り

参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　
坐
禅
の
作
法
を
教
わ
り
、
そ
れ

に
従
っ
て
約
三
十
分
間
坐
る
。
い

つ
も
、「
呼
吸
と
姿
勢
を
整
え
る

こ
と
に
集
中
し
て
、
諸
々
浮
か
ぶ

こ
と
を
追
い
求
め
て
い
か
な
い
こ

と
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ

が
な
か
な
か
難
し
い
。
し
か
し
、

終
了
を
告
げ
る
鐘
一
つ
が
鳴
る
頃

に
は
、
何
か
「
ス
ー
ッ
」
と
し
た

気
持
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

感
じ
が
い
い
。

　
そ
し
て
、
何
よ
り
も
私
が
好
き

な
の
は
、
坐
禅
終
了
前
数
分
の
ご

住
職
の
お
話
で
あ
る
。
そ
の
時
々

の
お
話
を
帰
宅
後
も
う
一
度
思
い

起
こ
し
て
み
る
時
、
不
思
議
な
幸

せ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
最
近
で
は
、
ア
イ
ド
ル
真
那

ち
ゃ
ん
の
著
し
い
成
長
に
目
を
細

め
、
覚
禅
会
を
通
し
て
で
き
た
つ

な
が
り
に
も
魅
力
を
感
じ
て
い

る
。
四
季
折
々
の
境
内
の
変
化
を

楽
し
み
に
、
こ
れ
か
ら
も
山
門
を

く
ぐ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
願
っ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　（
小
林
真
佐
子
）

　
　

雑
感

　
　

―

『
覚
禅
会
』―

　
　

感
謝
の1

日

先日、あるお檀家さんの若夫婦とお話していると「へぇ～こんなお便り（少林寺たより澤龍）あるのですね。
初めて見ました」と…。（いつもお配りしていますよ。きっとご家族が片付けられるのでしょうね…。）是非、
少林寺たより【澤龍】を、ご家族の皆さんでご覧下さい！！また、ご遠方にお住まいのご子息やご親戚
にも発送させて頂きますので、お気軽にどうぞ。
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●
盂
蘭
盆
大
施
食
会

●
総
供
養
会

主な行事報告
　
六
月
十
二
日
、
檀
信
徒
ご

先
祖
様
の
総
供
養
会
に
約
四

十
名
の
参
列
を
頂
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
六
月
中
旬
に
、
先

祖
供
養
と
田
植
え
の
慰
労
会

を
兼
ね
て
、
読
経
と
会
食
を

営
ん
で
お
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
平
成
十
年
頃
か
ら
Ｏ-

１

５
７
対
策
で
慰
労
会
の
会
食

が
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
、
総
供
養
（
先
祖
供

養
会
）
は
、
春
彼
岸
に
合
わ

せ
て
お
勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。
　
次
回
は
、
平
成
二
十
九
年

三
月
二
十
日
（
月
）
で
す
。

　
八
月
十
八
日
、
お
盆
の
大
法

要
に
、
約
六
十
名
の
参
列
を
頂

き
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
西
楽
寺
ご
住
職
〈
菅
原

昭
生
〉
師
（
島
根
県
）
を
講

師
に
迎
え
て
「
仏
さ
ま
の
ま
な

ざ
し
」
と
題
し
て
ご
法
話
頂
き

ま
し
た
の
で
、
そ
の
一
部
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

　
先
立
た
れ
た
方
々
の
ご
恩
を

偲
び
つ
つ
、
様
々
な
形
で
繋
が

り
あ
う
命
の
尊
さ
を
「
仏
さ
ま

の
ま
な
ざ
し
」
を
通
し
て
ご
一

緒
に
お
味
わ
い
さ
せ
て
頂
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
ご
先
祖

を
数
え
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
。
親
が
２
人
で
祖
父
母
が

４
人
。
十
代
遡
る
と
１
０
２
４

人
、
二
十
代
で
百
万
人
、
三
十

代
で
十
億
人
を
超
え
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
先
は
限
り
が
あ
り

ま
せ
ん
。
も
し
そ
の
う
ち
の

一
人
で
も
欠
け
た
な
ら
ば
、

私
は
生
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。（
い

の
ち
の
タ
テ
糸
）。

　
日
に
三
度
の
食
事
で
、
お

皿
の
上
に
並
ぶ
肉
・
魚
・
野
菜
・

米…

は
、
す
べ
て
い
の
ち
で
す
。

私
の
一
つ
の
い
の
ち
を
今
日

ま
で
養
う
た
め
に
ど
れ
ほ
ど

多
く
の
い
の
ち
を
頂
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。（
い
の
ち
の
ヨ
コ

糸
）。

　
こ
の
よ
う
に
私
の
命
は
タ

テ
と
ヨ
コ
に
数
え
き
れ
な
い

命
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
実
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ア

ミ
ダ
と
は
数
え
る
こ
と
が
出

来
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。

ア
ミ
ダ
の
「
ア
」
は
、
打
ち

消
し
語
。 「
ミ
ダ
」
は
「
メ

ジ
ャ
ー
」
や
「
メ
ー
タ
ー
」

と
同
じ
語
源
で
「
計
る
」
と

い
う
意
味
。
つ
ま
り
、
私
た
ち

は
ア
ミ
ダ
の
命
の
中
に
生
か

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
と
す
れ
ば
、「
俺
の
命
だ
か

ら
、
俺
の
勝
手
に
し
て
自
由

だ
ろ
！
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
周
り
の
人
も
同
じ

よ
う
に
ア
ミ
ダ
の
命
を
生
か

さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
お

互
い
に
大
切
に
敬
い
合
う
の

で
す
。

　
さ
て
、「
日
本
人
が
美
し
い

と
感
じ
る
日
本
語
ベ
ス
ト
３
」

は
何
で
し
ょ
う
か
？ 

　
第
一
位
は「
あ
り
が
と
う
」。

有
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
、

有
難
い
で
す
。
ま
た
、「
あ
り

が
と
う
」
の
反
対
語
は
「
あ
た

り
ま
え
」
で
す
。
つ
ま
り
、
あ

た
り
ま
え
で
は
な
い
、
又
と
な

い
こ
と
で
し
た
と
御
礼
を
言
う

言
葉
で
す
。

　
第
二
位
は「
は
い
」。 「
は
い
」

は
相
手
の
言
う
こ
と
を
丸
ご

と
認
め
て
引
き
受
け
る
言

葉
。「
は
い
」
と
言
っ
て
も
ら

う
と
心
が
通
い
合
う
魔
法
の
言

葉
で
す
。
例
え
ば
、「
今
日
は

暑
い
で
す
ね
？
」「
は
い
。
暑

い
で
す
ね
」時
候
の
挨
拶
の「
は

い
」で
相
手
と
心
が
通
じ
合
う
。

こ
れ
が
「
別
に
（
暑
く
な
い

よ
）」
と
言
わ
れ
た
ら
、
心
は

断
絶
で
す
。

　
第
三
位
は「
お
か
げ
さ
ま
」。 

自
分
の
気
づ
か
な
い
と
こ
ろ
、

思
い
も
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で

支
え
ら
れ
、
守
ら
れ
て
い
た

と
感
謝
す
る
心
で
す
。
あ
る

い
は
、何
も
関
わ
ら
な
い
（
邪

魔
を
し
な
い
）
と
い
う
、「
お

か
げ
さ
ま
」
も
あ
り
ま
す
。

自
動
車
で
目
的
地
に
着
い
た

と
き
、
車
の
お
か
げ
も
あ
り

ま
す
が
、
途
中
で
す
れ
違
っ

た
車
の
運
転
手
が
、
全
員
脇

見
も
せ
ず
無
事
す
れ
違
っ
て

く
れ
た
の
も
お
か
げ
さ
ま

で
し
た
。

　
こ
の
三
つ
の
言
葉
は
、
自

分
で
は
な
く
相
手
や
ま
わ
り

か
ら
の
働
き
か
け
を
私
が
受

け
取
っ
て
、
私
が
口
に
し
て

言
う
言
葉
で
す
。 相
手（
他
人
）

に
言
わ
せ
る
言
葉
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
。  　

　

 

合
掌
。

そ
う
く
よ
う
え

う
ら
ぼ
ん
だ
い
せ
じ
き
え
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八
月
二
十
二
日
、
第
五

回
禅
道
場
体
験
を
開
催
し

修
行
者
五
十
七
名
（
子
供

五
十
三
名
、
大
人
四
名
）、

講
師
一
名
、
ス
タ
ッ
フ
二

十
一
名
、
合
計
七
十
八
名

で
修
行
致
し
ま
し
た
。

●
禅
道
場
体
験

ぜ
ん
ど
う
じ
ょ
う
た
い
け
ん

主な行事報告
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九
月
十
五
日
（
月
暦
八
月
十

五
日
）【
中
秋
の
名
月
】
に
、

里
芋
団
子
、
き
な
こ
、
あ
ん
こ

の
お
団
子
を
み
ん
な
で
作
り
ま

し
た
。
特
に
、
里
芋
団
子
は
絶

品
で
す
。「
昨
年
の
里
芋
団
子

を
喉
が
覚
え
て
い
る
」
と
言
わ

れ
た
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
別

名
【
芋
名
月
】
と
呼
ば
れ
る
月

夜
の
少
林
寺
名
物
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　
そ
の
後
、
本
堂
前
で
お
月
様

の
明
り
の
下
で
坐
禅
。
そ
の
澄

ん
だ
心
で
民
話
〈
田
村
洋
子
〉

先
生
「
い
も
こ
ろ
が
し
」「
み

み
ず
と
つ
ち
」「
か
い
こ
き
つ

ね
」
を
聞
き
、
み
ん
な
で
お
月

●
お
月
見
坐
禅
会

見
を
致
し
ま
し
た
。
参
加
者

三
十
九
名
（
子
供
十
四
名
、

大
人
十
五
名
）
ワ
イ
ワ
イ
楽

し
く
出
来
ま
し
た
。

　
十
月
十
三
日
（
月
暦
九
月

十
三
日
）【
後
の
名
月
】
は
、

み
た
ら
し
団
子
、
ぜ
ん
ざ
い

を
み
ん
な
で
つ
く
り
ま
し
た
。

　
〈
ｊ
ｉ
ｎ
ヨ
ガ
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー
・
前
田
香
織
〉
先
生

に
習
い
親
子
ヨ
ガ
を
し
ま
し

た
。
ヨ
ガ
中
に
〈
演
奏
者
・

田
中
峰
彦
〉
先
生
が
生
演
奏

さ
れ
た
シ
タ
ー
ル
（
イ
ン
ド

の
楽
器
）
を
聞
き
な
が
ら
三

十
分
程
ヨ
ガ
を
す
る
と
汗
が

出
て
い
ま
し
た
。
ヨ
ガ
で
リ

ラ
ッ
ク
ス
し
た
と
こ
ろ
で
、
月

光
浴
し
な
が
ら
、
坐
禅
で
身
心

を
整
え
ま
す
。

　
そ
し
て
、
お
月
様
を
拝
み
、

お
団
子
や
御
神
酒
を
頂
き
ま
し

た
。
後
の
名
月
は
、【
栗
名
月
】

と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
寺
裏
で
採

れ
た
栗
入
り
ぜ
ん
ざ
い
は
身
体

も
温
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
子
供

た
ち
が
焼
い
て
く
れ
た
み
た
ら

し
団
子
も
香
ば
し
く
て
美
味
し

か
っ
た
で
す
。

　
参
加
者
四
十
七
名
（
子
供
二

十
二
名
、
大
人
二
十
五
名
）

つ
き
み
ざ
ぜ
ん
か
い

ち
ゅ
う
し
ゅ
う
　
　
め
い
げ
つ

い
も
め
い
げ
つ

の
ち
　
　 

　
め
い
げ
つ

主な行事報告
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●
特
派
布
教
講
習
会
・

　

人
権
学
習
・
教
区
総
会

●
檀
信
徒
研
修
会

　
十
一
月
十
日
、
マ
ー
ビ
ー
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
に
て
【
檀
信
徒
地

方
研
修
会
並
び
に
人
権
学
習
会
】

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
講
師
は
、

チ
ベ
ッ
ト
の
歌
姫
〈
バ
イ
マ―

ヤ

ン
ジ
ン
〉
氏
。
演
題
「
天
に
一
番

近
い
大
地
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
の
お
話
」

　
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
日
本
へ
嫁
い
だ

経
験
を
基
に
、
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ

り
の
語
り
口
で
、
日
本
と
チ
ベ
ッ

ト
文
化
の
違
い
、
家
族
の
あ
り
方
、

教
育
、
幸
福
感
や
価
値
観
な
ど
、

チ
ベ
ッ
ト
か
ら
み
た
日
本
の
素
晴

ら
し
さ
を
お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
。

　「
私
は
、
義
母
さ
ん
を
尊
敬
し
て

い
る
。
日
本
の
お
母
さ
ん
は
完
璧

な
人
が
多
い
。
多
く
の
お
母
さ
ん

は
、
子
供
の
世
話
に
な
り
た
く
な

い
と
言
わ
れ
る
。
八
十
歳
過
ぎ
て

も
自
分
の
事
は
自
分
で
す
る
。
自

由
が
良
い
。
で
も
何
処
か
寂
し
さ

を
感
じ
る
。
何
故
、
自
分
の
子
供

に
意
地
を
張
る
の
か
。
世
話
に
な
っ

た
ら
あ
り
が
と
う
と
い
え
ば
よ
い
。

次
の
世
代
が
苦
労
し
な
い
と
大
切

な
物
に
気
付
か
な
い
。
日
本
の
よ

い
文
化
を
次
へ
伝
え
て
下
さ
い
。」

　
参
加
者
は
、
福
島
鎭
夫
、
河
原

静
嘉
、高
柳
泰
雄
、片
山
勇
、住
職
。

　
十
月
一
日
、〈
中
野
天
心
〉
老

師
（
長
野
県
）
に
お
越
し
頂
き
、

美
作
地
区
六
教
区
の
当
番
寺
院
で

あ
る
〈
化
生
寺
〉
様
（
真
庭
市
勝

山
）
に
て
恒
例
の
【
特
派
布
教
講

習
会
】
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
特
派
布
教
講
習
会
と
は
、
曹
洞

宗
管
長
様
か
ら
任
命
さ
れ
た
曹
洞

宗
の
布
教
師
が
各
地
へ
法
話
の
巡

回
を
さ
れ
ま
す
。
日
本
全
国
、
北

南
米
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
等
七
百
以
上

の
会
場
を
三
十
九
名
の
布
教
師
が

ま
わ
ら
れ
ま
し
た
。
　

　
中
野
老
師
は
、
い
の
ち
を
テ
ー

マ
に
わ
か
り
や
す
く
お
話
し
頂
き

ま
し
た
。

　「
辛
く
悲
し
く
苦
し
い
こ
と
も

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
命

を
生
き
る
。
私
の
命
の
生
か
し
方

を
考
え
て
い
く
と
き
、
頭
で
考
え

る
だ
け
で
な
く
、
心
か
ら
命
に
向

き
合
っ
た
と
き
、
そ
の
命
の
向
か

う
方
向
が
み
え
て
く
る
の
か
も
れ

ま
せ
ん
。
今
日
は
こ
れ
か
ら
の
私

の
第
一
日
目
。」

　
参
加
者
は
、
福
島
鎭
夫
、

河
原
静
嘉
、
片
山
勇
、
住
職
。

小
学
生
の
男
子
が
コ
ン
ビ
ニ
で
会
計

を
し
て
い
た
。
支
払
い
を
済
ま
す
と

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ

た
。
店
員
も
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
」
と
言
っ
た
。
何
と
も
気
持

ち
の
良
い
光
景
だ
っ
た
。
お
互
い
様

の
心
、
こ
こ
に
有
り
。

昨
年
十
月
二
十
一
日
鳥
取
県
中
部
地

震
発
生
。
私
は
娘
を
抱
き
本
堂
内
に

居
た
。
と
っ
さ
に
外
へ
出
よ
う
と
扉

を
開
け
た
時
、
熊
本
地
震
で
瓦
が
沢

山
落
ち
た
光
景
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。

暫
く
す
る
と
地
震
は
静
ま
っ
た
。
幸

い
被
害
は
な
か
っ
た
。
き
っ
と
一
人

だ
と
外
に
出
て
い
た
だ
ろ
う
。
天
災

が
少
な
い
と
言
わ
れ
る
岡
山
県
。
そ

の
気
持
ち
が
一
番
危
険
だ
と
実
感
し

た
。
身
近
な
命
を
守
る
た
め
に
備
え

た
い
。

夜
間
帰
寺
し
、
ふ
と
車
の
フ
ロ
ン
ト

を
見
る
と
沢
山
の
小
虫
の
死
骸
が
い

る
。
釈
尊
は
小
さ
な
虫
を
気
遣
い
踏

み
潰
さ
な
い
よ
う
に
静
か
に
ゆ
っ
く

り
歩
ま
れ
た
そ
う
だ
。
運
転
に
も
仏

の
心
を
抱
く
事
の
大
切
さ
を
気
付
か

さ
れ
る
。
命
を
大
切
に
。

【
少
林
寺
】
版
画

真
庭
市 

毎
来
寺
住
職
　
岩
垣
正
道 

師 

刻

　
　
　
本
堂
内
に
展
示
し
て
あ
り
ま
す

詩
　
岩
垣
正
道 

師

　
境
内
に
建
立
し
て
い
ま
す

少林寺ゆるキャラ決定‼

澤ちゃん（たくちゃん）
たくさんのご応募

ありがとうございました。

と
く
は
ふ
き
ょ
う
こ
う
し
ゅ
う
か
い

だ
ん
し
ん
と
け
ん
し
ゅ
う
か
い

住
職
の
つ
ぶ
や
き

主な行事報告



1 月～6 月 行事予定

総供養会
3/20（月）
10:00　ご先祖様の供養会
10:30　法話　常寂光寺ご住職 山縣洋典老師
※H29年から春彼岸中日に変更します

豊川稲荷・可睡斎ひなまつり・日泰寺
　　　　　　　　　　　　　　　　 　（釈尊御真骨奉安塔）
　　-住職と行く２泊３日参拝の旅 -
3/8（水）～10日（金）
※詳細は別紙をご覧下さい。

8（水）～10（金）
豊川稲荷・可睡斎・日泰寺参拝
11（土）覚禅会
20（月）婦人会清掃活動
　　　　　中北下地区
20（月）総供養会

元旦～3日　修正会
14（土）覚禅会
27（金）夜の坐禅会
28（土）寺ヨガ

11（土）覚禅会
15（水）夜の坐禅会

  8（土）覚禅会
下旬頃　 護持会総会

13（土）覚禅会
下旬頃　 棚経（盆経）開始

10（土）覚禅会

12

寺ヨガ
1/28（土） 旧暦元旦
 9:30 新年のお勤め 
 9:45 ヨガ（1時間半）
　講師　スカット☆リンダ師
※詳細は別紙をご覧下さい。

修正会
元旦～3日
① 11:00 ご祈祷 　② 14:00 ご祈祷　

厄払いなど新年のご祈祷します

覚禅会　　毎月第２土曜日（9:00 坐禅・行茶、10:00 読経・写経）
● １/１４（土）９:00　● ２/１１（土）９:00　● ３/１１（土）９:00
● ４/　８（土）８:00　● ５/１３（土）９:00　● ６/１０（土）９:00

夜の坐禅会
● １/２７（金）19:30　旧暦大晦日
● ２/１５（水）19:30　釈尊涅槃会（釈尊祥月命日）

・足の不自由な方は、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いです。

かくぜんかい

曹洞宗 澤龍山 少林寺
〒709-4606 岡山県津山市中北上 1150
●電話 0868-57-2303  ●住職電話 080-6351-9686
●メール info@shorinzenji.com
●ホームページ　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
●晃輝和尚のブログ「覚禅堂」　http://ameblo.jp/seiryo-koki/

フェイスブック

ブログ
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