
（1）　第876号 令和３年７月１日い　ち　ょ　う

発　行　所
〒792-0835
新居浜市山根町8番1号
曹洞宗瑞應寺専門僧堂
編集発行人  村 上 德 存
電話(0897)41-6563
FAX(0897)40-3127

毎月1日発行
振替 01330-2-31918（ ）瑞 應 寺

印刷所  東田印刷株式会社

　

七
月
二
日
は
半
夏
生
で
夏
安

居
の
半
ば
と
な
り
ま
す
。
当
山

で
は
、
首
座
の
法
戦
式
が
行
わ

れ
、
首
座
和
尚
が
、「
釈
尊
・
拈
華

微
笑
の
話
」
を
挙
唱
し
、
修
行

僧
と
共
に
、
禅
問
答
を
展
開
し
、

第
一
祖
迦
葉
尊
者
の
伝
法
の
因

縁
を
参
究
し
、
修
行
の
成
果
を

実
証
し
ま
す
。
気
候
的
に
も
、

梅
雨
明
け
と
共
に
、
暑
さ
も
増

し
、
お
盆
前
と
な
り
、
植
物
も

成
長
し
、
一
層
の
精
進
を
促
進

さ
れ
る
時
節
で
も
あ
り
ま
す
。

　

夏
安
居
は
、
首
座
和
尚
を
先

頭
に
し
て
、
一
衆
、
和
敬
随
順

し
て
弁
道
す
る
好
時
節
で
も
あ

り
ま
す
。

　

日
本
全
国
、
暑
い
時
節
と
な

り
ま
す
。
暑
い
毎
日
を
過
ご
し
な

が
ら
、
如
何
に
弁
道
す
る
か
が
、

修
行
道
場
の
課
題
と
な
り
ま
す
。

　

中
国
禅
宗
史
上
、曹
洞
宗
の

開
祖
と
も
言
わ
れ
る
、洞
山
大
師
・

良
价
和
尚（
八
〇
七
～
八
六
九
）に
、

「
洞
山
無
寒
暑
」の
話
が
あ
り
ま
す
。

「

僧
問
洞
山
、
寒
暑
到
来
、
如
何

廻
避
、
山
云
、
何
不
向
無
寒

暑
処
去
、
僧
云
、
如
何
是
無

寒
暑
処
、
山
云
、
寒
時
寒
殺

闍
黎
、
熱
殺
闍
黎
」



（
碧
巌
録
四
三
）

　

こ
の
公
案
の
眼
目
は
「
無
寒

暑
処
」
と
い
う
に
あ
る
。
寒
暑

は
気
象
上
の
事
象
で
は
あ
る

が
、
人
間
の
生
死
の
一
大
事
に

た
と
え
た
も
の
。
こ
れ
を
、
廻

避
す
る
こ
と
は
、
寒
暑
、
す
な

わ
ち
生
死
を
逃
避
す
る
こ
と
で

な
く
、
寒
暑
生
死
に
徹
す
る
こ

と
を
示
し
た
公
案
で
あ
る
。

　

僧
は
、
洞
山
大
師
に
、
暑
い

日
が
続
き
、
寒
い
日
が
続
い
た

ら
、
如
何
し
た
ら
良
い
か
を
訊

ね
る
と
、
尊
公
は
、
そ
の
暑
さ

寒
さ
、
そ
の
も
の
に
徹
せ
よ
と

答
え
ら
れ
た
。
唯
、
寒
暑
の
み

な
ら
ず
、
日
常
一
般
の
生
活
の

生
死
そ
の
も
の
に
徹
底
せ
よ
と

教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
昨
年
に
引
続
い
て
、
未
だ
、

コ
ロ
ナ
感
染
症
の
収
束
に
は
至
っ

て
い
な
い
。
世
界
中
に
ま
ん
延
し

て
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
、
そ
の

対
策
に
当
た
ら
れ
る
方
々
、
高
齢

者
に
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
も
始
ま
っ

て
い
る
現
在
の
状
況
で
あ
る
。

　

山
内
の
役
寮
様
方
、
ほ
と
ん

ど
県
外
の
住
所
地
が
多
い
、
又
、

安
居
者
も
、
十
人
中
、
七
人
は

県
外
に
住
所
地
が
あ
る
。
ワ
ク

チ
ン
の
接
種
は
、
居
住
地
を
基

本
と
し
て
い
る
の
で
、
も
し
接

種
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
県
外
に

出
て
接
種
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
に
な
る
。

　

古
人
の
歌
に
、

　
〝
寒
熱
の
地
獄
に
通
ふ
、
茶

柄
杓
も
、
心
な
け
れ
ば
、
苦
し

く
も
な
し
〟
と
あ
り
ま
す
。
こ

の
世
の
中
を
地
獄
と
み
る
か
、

そ
の
中
で
、
坐
禅
を
行
じ
て
、

我
々
の
本
来
の
面
目
を
現
前
し

て
、
寒
時
は
寒
殺
し
、
熱
時
は

熱
殺
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に

進
ん
で
行
く
こ
と
で
あ
る
。

　

三
密
を
避
け
、
マ
ス
ク
を
着

け
、
消
毒
を
し
て
、
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
を
除
く
こ
と
を
行
じ
て

ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。

　

緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
、

せ
っ
か
く
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種

が
行
き
渡
っ
て
も
、
猶
、
自
粛

生
活
に
変
り
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

が
、
自
分
自
身
の
生
活
に
規
制

を
設
け
、
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感

染
症
に
対
す
る
抵
抗
力
を
つ
け

る
こ
と
で
あ
る
。

合
掌　

祈
祷

コ
ロ
ナ
禍
中

       

―
無
寒
暑
の
処
―

住
職　

村　

上　

德　

存

楞厳会朝課
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

 
 

愚 

痴

　
今
日
は
、
仏
教
用
語
の
お
話

し
の
４
回
目
「
愚
痴
」
で
す
。

　

私
事
で
恐
縮
で
す
が
、
こ
の

と
こ
ろ
愚
痴
が
多
く
な
っ
て
い

る
我
が
身
に
気
が
つ
い
て
、
年

金
世
代
に
も
な
っ
て
、
な
ん
と

ま
ぁ
お
粗
末
な
こ
と
よ
と
反
省

し
き
り
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
、

愚
痴
の
原
因
は
何
か
と
言
え
ば
、

お
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
自
分
の

行
い
に
対
し
て
な
の
で
す
。

　

実
は
、
去
年
の
秋
に
健
康
の

た
め
に
と
、
息
子
か
ら
ス
ポ
ー

ツ
タ
イ
プ
の
自
転
車
が
送
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
の
プ

レ
ゼ
ン
ト
だ
か
ら
と
乗
り
出
し

て
み
る
と
楽
し
く
て
、
調
子
に

乗
っ
て
20
㎞

30
㎞

50
㎞

100
㎞

と
、
走
る
距
離
を
ど
ん
ど
ん
伸

ば
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
ト
ン
ネ
ル

の
中
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
転
倒

言
う
て
も
仕
方
が
な
い
こ
と
を

ク
ド
ク
ド
嘆
く
こ
と
を
「
愚
痴
」

と
言
い
ま
す
が
、
仏
教
で
は
、

愚
か
な
こ
と
、
無
知
で
あ
る
こ

と
を
「
愚
痴
」
と
言
い
ま
す
。

　

正
法
眼
蔵
随
聞
記
と
い
う
書

物
の
中
に
は
、
宗
祖
道
元
禅
師

さ
ま
の
お
言
葉
と
し
て
『
愚
痴

な
る
人
は
、
そ
の
栓
な
き
事
を

思
い
云
う
な
り
』「
オ
ロ
カ
な
る

人
と
い
う
も
の
は
、
か
い
も
な

い
こ
と
を
考
え
て
言
う
も
の
だ
」

と
出
て
参
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
オ
ロ
カ
と
い
う
言

葉
そ
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
す

が
、
そ
れ
が
江
戸
時
代
に
は
「
間

違
っ
た
意
味
の
な
い
こ
と
」
と
な

り
、
現
在
の
よ
う
な
「
言
う
て
も

仕
方
の
無
い
こ
と
」
と
い
う
ふ
う

に
変
化
し
て
き
た
よ
う
で
す
。

　

お
り
し
も
五
月
病
が
話
題
に

な
る
時
期
で
す
が
、
こ
の
春
、

新
し
い
学
校
や
職
場
で
ス
タ
ー

ト
を
切
っ
た
皆
さ
ん
の
み
な
ら

ず
、
ど
ん
な
人
に
も
「
今
ま
で
」

と
「
今
」
と
が
違
う
と
い
う
こ
と

が
多
々
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
と
き
こ
そ
、
今
ま
で

が
良
か
っ
た
と
い
う
思
い
に
と

ら
わ
れ
て
後
ろ
向
き
に
な
ら
ぬ

し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
ど
う
や

ら
、
気
を
失
っ
て
い
た
ら
し
く
、

た
ま
た
ま
通
り
が
か
っ
た
人
が

通
報
し
て
く
れ
て
、
近
く
の
病
院

に
救
急
搬
送
さ
れ
ま
し
た
。

　

肋
骨
三
本
が
折
れ
て
坐
骨
に

ヒ
ビ
が
入
っ
て
い
た
た
め
、横
に

な
っ
て
い
る
と
き
は
不
自
由
を

感
じ
な
い
も
の
の
ト
イ
レ
に
行

く
に
も
杖
を
つ
か
な
い
と
歩
く

こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
で

し
た
。

　

退
院
し
て
か
ら
も
そ
ん
な
状

態
が
続
い
て
い
た
あ
る
日
、「
な

ん
て
こ
と
だ
、ま
っ
た
く
…
」と
、

こ
と
あ
る
ご
と
に
愚
痴
を
こ
ぼ

し
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た

の
で
す
。
ま
る
で
世
の
中
で
自

分
だ
け
が
辛
い
思
い
を
し
て
い

る
よ
う
に
嘆
い
て
い
る
自
分
を

情
け
な
く
さ
え
感
じ
ま
し
た
。

　

さ
て
こ
の
「
愚
痴
」
と
い
う
言

葉
。
愚
も
痴
も
共
に
オ
ロ
カ
と

言
う
意
味
で
す
。
一
般
的
に
は
、

よ
う
、
愚
痴
な
る
人
に
な
ら
ぬ

よ
う
、
気
持
ち
を
切
り
替
え
て
、

今
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
を
大
切

に
、
前
向
き
な
一
歩
を
踏
み
出

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の

で
す
。
か
く
申
す
私
も
、
愚
痴

な
る
我
が
身
を
反
省
し
、
先
ず

は
昨
日
よ
り
今
日
、
今
日
よ
り

明
日
と
、
す
っ
か
り
落
ち
た
気

力
体
力
の
回
復
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。



高
知
県

浄
貞
寺　

伊
藤
正
賢

師

�

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
～
三
十
一
日

 

今
を
生
き
る

　
　

心　

偈　

　

開
花
を
喜
び

　
　
　
　

落
花
を
歎
か
ず



詩
國
よ
り　
　



大
休
活
宗　

　

私
の
叔
父
に
あ
た
る
大
休
活

宗
老
師
の
偈
で
す
。

　

活
宗
老
師
は
、
三
月
二
十
八

日
に
住
職
を
退
董
さ
れ
、
お
弟

子
さ
ん
に
後
を
譲
ら
れ
ま
し
た
。

ご
老
師
は
、
長
期
療
養
中
で
晋

山
式
も
病
院
で
し
た
。
晋
山
式

で
紹
介
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
偈

で
し
た
。

　

こ
の
偈
は
、
砥
部
の
坂
村
真

民
さ
ん
の

「
今
を
生
き
る
」
と
い
う
詩
か
ら

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　



今
を
生
き
る

坂
村
真
民　

　

咲
く
も
無
心　

散
る
も
無
心

　

花
は
嘆
か
ず　

今
を
生
き
る

　

皆
さ
ん
は
、
日
本
の
花
と
言

え
ば
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。

や
は
り
「
桜
」
を
あ
げ
ら
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

平
安
京
の
時
代
は
、
梅
が
一

番
の
花
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
九

世
紀
に
な
る
と
桜
が
植
え
ら
れ

広
が
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

一
休
禅
師
（
一
休
さ
ん
）
は
、

桜
に
つ
い
て

　

桜
木
を
砕
き
て
見
れ
ば

�

花
も
な
し　

　

�

花
を
ば
春
の
空
ゆ
も
ち
く
る

と
詠
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

花
が
咲
く
前
に
、
桜
の
木
を

切
っ
て
も
そ
の
中
に
花
の
姿
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
暖
か
く

な
り
春
が
や
っ
て
く
れ
ば
黙
っ
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て
い
て
も
咲
き
ま
す
。

　

桜
の
木
は
例
え
ば
『
昨
年
は
、

花
見
客
の
マ
ナ
ー
が
悪
か
っ
た

か
ら
、
今
年
は
、
早
く
散
ろ
う
』

と
か
、『
皆
が
喜
ん
で
い
る
か
ら

も
っ
と
長
く
咲
い
て
い
よ
う
』
な

ん
て
考
え
ま
せ
ん
。
春
が
来
た
ら

花
を
咲
か
せ
散
っ
て
い
き
ま
す
。

　

人
間
だ
け
が
、
愚
痴
を
言
っ
た
り

良
い
こ
と
は
い
つ
ま
で
も
長
く
続
い

て
欲
し
い
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
花
は
時と

期き

が
来
た

ら
咲
き
、
時と

期き

が
来
た
ら
散
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
よ

う
に
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
こ
と
は
当
た
り
前
だ
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
の
一
瞬
一
瞬
を
生
き
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
私
た
ち
は
、
事
が
起

き
る
と
な
か
な
か
受
け
入
れ
る

と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
で
き

ず
、
そ
こ
に
苦
し
み
が
生
じ
て

く
る
の
で
す
。

　

偈
の
如
く
「
開
花
を
喜
び

落

花
を
歎
か
ず
」
楽
し
い
時
も
苦
し

い
時
も
無
心
に
ひ
た
す
ら
生
き

た
い
も
の
で
す
。

　
　
　
　

瑞
應
寺
専
門
僧
堂



監

録　

金
岡

潔
宗

�

令
和
三
年
六
月
一
日
～
十
日

照
ら
し
て
、
諸
行
無
常
と
表
現
し

た
も
の
で
す
。
祗
園
精
舎
と
い
う

の
は
お
釈
迦
さ
ま
が
教
え
て
お
ら

れ
た
修
行
道
場
の
名
前
で
、
そ
の

お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
で
あ
る
諸
行

無
常
を
鐘
の
響
き
に
託
し
た
美
し

く
も
は
か
な
い
名
文
で
す
ね
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
ど
う
し
て
「
す

べ
て
の
も
の
は
永
遠
に
は
続
か
な

い
」
と
教
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
の
心
に
潜
む
自

己
中
心
的
な
思
い
を
打
ち
砕
く
た

め
で
し
た
。
私
た
ち
の
体
を
見
て

く
だ
さ
い
、
ど
れ
も
い
つ
か
は
無

く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
、
永
遠

の
自
分
と
い
う
も
の
は
無
い
で
す

ね
。
で
す
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

す
べ
て
は
空
し
く
、ど
う
で
も
い
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

　

諸
行
無
常
は
、
み
ん
な
無
に
な

る
と
い
う
運
命
論
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
永
遠
に
は
続
か
な
い
と
い
う

の
は
、「
み
ん
な
い
つ
も
変
わ
り

つ
つ
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
し
今
の
自
分
が
永
遠
に
続
く
と

し
た
ら
、
ど
ん
な
努
力
を
し
て
も
、

変
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
諸

行
無
常
だ
か
ら
こ
そ
、
変
わ
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
皆
さ
ん
に
は
、
自
分
は
こ
う

 

諸
行
無
常
、 

 
      

だ
か
ら
変
わ
れ
る

　

先
日
、
親
し
く
し
て
い
る
高
校

生
に
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
ま

し
た
。「
ど
う
せ
人
間
、
い
つ
か

は
死
ん
で
し
ま
う
の
に
、
ど
う
し

て
勉
強
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

で
し
ょ
う
か
？
勉
強
を
し
て
、
良

い
学
校
に
行
っ
て
、
良
い
仕
事
に

就
く
こ
と
は
で
き
る
か
も
知
れ
な

い
け
れ
ど
、
使
い
も
し
な
い
知
識

を
詰
め
込
む
こ
と
に
、
意
味
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
？
人
間
、
い
つ

か
は
死
ん
で
し
ま
う
の
に
、
勉
強

な
ん
か
し
て
も
意
味
が
な
い
と
思

い
ま
す
。
仏
教
で
も
、
諸
行
無
常

と
言
っ
て
い
ま
す
よ
ね
？
」
と
い

う
こ
と
で
し
た
。

　

こ
の
諸
行
無
常
と
い
う
言
葉
。

「
す
べ
て
の
も
の
は
永
遠
に
は
続

か
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、

古
典
文
学
の
平
家
物
語
の
冒
頭
の

文
章
「
祗
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸

行
無
常
の
響
き
あ
り
」
で
有
名
で

す
ね
。

　

武
士
た
ち
の
力
に
よ
っ
て
強
大

な
権
力
を
作
り
上
げ
た
平
家
が
、

あ
っ
と
い
う
間
に
源
氏
に
滅
ぼ
さ

れ
て
し
ま
っ
た
歴
史
を
、
仏
教
に

な
れ
た
ら
良
い
な
あ
と
思
っ
て
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
私

は
、
お
経
の
原
典
を
す
ら
す
ら
と

読
め
る
よ
う
に
な
れ
た
ら
良
い
な

あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

例
の
高
校
生
も
、
い
ろ
い
ろ
と

話
し
て
い
る
間
に
、
勉
強
嫌
い
な

自
分
を
変
え
る
こ
と
も
で
き
る
ん

だ
と
思
っ
て
く
れ
た
よ
う
で
、
あ

れ
か
ら
受
験
勉
強
に
励
ん
で
無
事

に
大
学
に
合
格
し
た
そ
う
で
す
。

諸
行
無
常
を
前
向
き
に
と
ら
え

て
、
毎
日
の
活
力
の
源
に
し
た
い

で
す
ね
。



徳
島
県

城
満
寺　

田
村
航
也

師

�

令
和
三
年
六
月
十
一
日
～
二
十
日

　
　
『
白は

く

眉び

殿で
ん

』
建
設
に
つ
い
て

　

こ
の
度
は
、
瑞
應
寺
宝
物
館
「
白
眉
殿
」
建
設
の
篤
志
寄
付

の
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
た
処
、
早
速
に
多
額
の
浄
財
を
ご

寄
進
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
事
、
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
作
業
道
も
敷
設
し
、
白
眉
庵
解
体
工
事
も
始
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
建
設
に
関
す
る
経
費
は
、
当
初
東
堂
老
師
の
基
金
の
み

で
計
画
を
立
て
て
お
り
ま
し
た
が
、
総
代
会
に
於
い
て
、「
瑞
應

寺
の
施
設
な
の
で
寄
付
を
募
る
べ
き
」
と
の
尊
い
ご
提
案
が
あ

り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
協
議
の
結
果
、
コ
ロ
ナ
禍
の
現
状
を
も
鑑
み
、
東
堂

老
師
の
発
願
を
広
く
有
縁
の
皆
様
方
に
お
伝
え
し
、
そ
の
お
心

が
叶
う
よ
う
、
共
に
ご
縁
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
く
、
篤
志
寄

付
の
お
願
い
を
し
た
次
第
で
す
。

　

今
後
、
駐
車
場
の
新
設
、
本
堂
か
ら
白
眉
殿
へ
の
渡
り
廊
下

の
設
置
、
隣
接
の
愛
媛
県
有
形
文
化
財
の
経
堂
周
辺
の
整
備
、

ど
な
た
に
も
拝
観
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工

事
等
も
施
工
致
し
度
く
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
の
程

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�

白
眉
殿
建
設
委
員
会
事
務
局　

合�

掌　
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■

般
若
入

　

六
月
上
旬
よ
り
、
当
地
区
恒

例
行
事
で
あ
る
〝
般
若
入
〟
を
厳

修
。
作
付
け
の
時
期
に
合
わ
せ

て
地
域
の
五
穀
豊
穣
・
家
内
安

全
・
身
体
健
全
を
祈
願
し
た
。

■

羅
漢
講
式

　

六
月
三
日（
木
）、恒
例
の
羅
漢
講

式
を
門
原
単
頭
式
師
の
も
と
厳
修
。

　

配
役
は
以
下
の
通
り
。

　
六
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

六　

日　

日
曜
参
禅
会

八　

日　

参
玄
会
（
十
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗　

日　

略
布
薩

　
七
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

本
則
行
茶

二　

日　

首
座
法
戦
式

四　

日　

日
曜
参
禅
会

六　

日　

参
玄
会
（
八
日
迄
）

七　

日　



ベ
ル
モ
ニ
ー
合
同
慰
霊
祭

十　

日　

恵
光
忌

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
六
日　

水
供
養

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿　

日　

大
玄
忌

廿
六
日　

筆
供
養
・
弁
天
大
祭

丗
一
日　

略
布
薩

　
銀
杏
感
謝
録

愛
媛
県　

安
楽
寺

殿

鳥
取
県　

入
江
順
子

殿

岩
手
県　

長
福
寺

殿

東
京
都　

平
澤
紘
子

殿

広
島
県　

西
福
寺

殿

鳥
取
県　

同
慶
寺

殿

山
口
県　

廣
福
寺

殿

広
島
県　

長
福
寺

殿

静
岡
県　

天
林
寺

殿

北
海
道　

瑞
英
寺

殿

�
（
令
和
三
年
四
月
十
四
日
受
付
迄
）

～
訂
正
と
お
詫
び
～

　

前
月
号
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
謹
ん
で
訂
正
陳
謝
致

し
ま
す
。

四
頁
の
銀
杏
感
謝
録

　
（
誤
）
静
岡
県　

洞
慶
寺

　
（
正
）
静
岡
県　

洞
慶
院

　

夏
安
居
が
始
ま
り
幾
日
が
過
ぎ

ま
し
た
。

　

暑
い
季
節
と
な
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
お
釈
迦
様
の
時
代
に
は
重

要
な
修
行
期
間
に
な
り
ま
し
て
、
夏

安
居
、（
別
名
）
雨
安
居
の
期
間
だ
け

弟
子
達
が
一
ヶ
所
に
集
ま
り
、
お
釈

迦
様
の
教
え
を
聴
聞
し
た
り
、
坐
禅

や
研
修
会
を
過
ご
し
て
、
い
つ
の
間

に
か
自
己
流
に
な
っ
て
い
た
も
の

を
軌
道
修
正
し
た
り
、
学
び
の
浅
い

と
こ
ろ
を
深
め
、
疑
問
を
解
く
な
ど

の
機
会
を
生
涯
持
ち
つ
づ
け
る
。

　

夏
安
居
、
お
釈
迦
様
の
お
徳
を
偲

び
日
々
の
在
り
方
を
誡
め
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

(

今
夏
首
座)

　
　

配

役

式　

師

門
原
単
頭

唄　

師

道
喜
首
座

仝

龍
慈
書
記

勧　

請

小
林
知
殿

仝

宏
真
堂
行

焼　

香

古
川
副
悦

洒　

水

慧
岳
鐘
司

散　

華

徳
正
菜
頭

讃
頭
甲

道
喜
首
座

仝　

乙

龍
慈
書
記

散　

華

孝
道
鐘
司

梵　

音

英
俊
辨
事

錫　

杖

利
貴
菜
頭

侍　

者

光
暉
方
行

侍　

香

秀
鳳
単
頭
行

祭　

文

家
古
谷
知
客

伽　

陀

吉
松
維
那

殿
行
甲

慧
岳
鐘
司

仝　

乙

徳
正
菜
頭

■

白
眉
庵
解
体
諷
経

　

六
月
七
日（
月
）、白
眉
庵
に
於
い

て
、
金
岡
監
録
導
師
の
も
と
厳
修
。

羅漢講式（散梵錫） 羅漢講式

般若入

羅漢講式（祭文）

羅漢講式(如来唄)

羅漢講式（勧請）

白眉庵解体諷経


