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福ふ
う
り
ん鈴
ま
つ
り
、
今
年
も
開
催
し
ま
す
。
詳
し
く
は
別
紙
ご
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ひ
と
く
ち
法
話

共
生
（
共
に
生
き
る
）

　

境け
い
だ
い内

に
あ
る
桜
や
参
道
沿
い
の
山
吹
も
花
の
時
期
を
過
ぎ
、
山

の
緑
の
美
し
い
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
一
方
適
度
な
日
差
し
と
雨

で
、
各
所
に
草
が
伸
び
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
秋
の
終
わ
り

ま
で
草
刈
り
や
除
草
に
追
わ
れ
る
毎
日
で
す
。

　

先
日
も
伸
び
放
題
の
カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド
ウ
に
除
草
剤
を
撒
き
な

が
ら
、「
世
の
中
に
雑
草
と
い
う
名
の
草
は
な
い
」
と
い
う
言
葉

を
思
い
出
し
ま
し
た
。
人
間
に
と
っ
て
、
生
え
て
ほ
し
く
な
い
場

所
に
生
え
て
い
る
草
は
「
雑
草
」
で
す
。

　

ま
た
最
近
は
外
来
種
の
植
物
や
動
物
に
よ
る
害
が
よ
く
話
題

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ペ
ッ
ト
が
野
生
化
し
た
り
、
海
外
か
ら
持

ち
込
ま
れ
た
り
し
て
、
そ
の
原
因
の
多
く
は
人
間
に
よ
る
も
の
で

す
。
そ
れ
を
困
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
今
度
は
駆
除
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
人
間
の
身
勝
手
さ
に
心
が
痛
み
ま
す
。

　
「
雑
草
」
も
「
外
来
種
」
も
、
人
間
の
勝
手
な
区
別
で
あ
っ
て
、

植
物
や
動
物
そ
の
も
の
に
は
良
い
も
悪
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分

も
含
め
す
べ
て
は
自
然
の
一
部
な
の
で
す
が
、
共
に
生
き
る
こ
と

の
難
し
さ
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

六
月
四
日
の
伝で
ん
ぎ
ょ
う
だ
い
し

教
大
師
の
ご
命
日
に
ち
な
み
毎
月
四
日
は
「
一
隅

を
照
ら
す
日
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
践
す
る
た
め
の
三
つ

の
柱
は
「
生
命
」「
共
生
」「
奉
仕
」
で
、あ
ら
ゆ
る
命
を
大
切
に
し
、

自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
、
み
ん
な
の
た
め
に
行
動
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
す
。
毎
日
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
月
に
一
日
自

分
に
何
が
で
き
る
か
少
し
で
も
考
え
て
実
践
し
た
い
も
の
で
す
。

餘慶寺からのお知らせ
　薬師縁日（於　薬師堂）
　　毎月８日　午前１０時～　（８月はありません。）
　　護摩供養をしています。
　　ご祈祷のお申し込みは随時納経所へお願いします。
　観音縁日（於　本堂）
　　毎月１８日　午前８時～ 
　　みんなで観音経をあげます。お経本は本堂にありますので、　
　　お気軽にお参りください。

日
常
の
仏
教
用
語
集

■
「
お
盆
」

　

語
源
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

　

ト
語
の
「
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
」

　
（
倒さ
か

さ
に
吊
る
さ
れ
た
よ
う

　

な
苦
し
み
）
に
由
来
し
、
漢

　

訳
さ
れ
た
「
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん
」
を
省

　

略
し
た
も
の
。

　

お
盆
は
ご
先
祖
様
に
報
恩

　

感
謝
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

　

ん
、
餓
鬼
道
で
苦
し
ん
で

　

い
る
全
て
の
も
の
に
供
養

　

を
し
、
そ
の
心
を
形
に
す

　

る
大
切
な
期
間
で
す
。

■
「
行あ
ん
ぎ
ゃ脚
」

　

僧
侶
が
修
行
の
た
め
に
、

　

善
き
師
を
求
め
て
諸
国
、

　

諸
地
方
を
回
っ
て
歩
く
こ

　

と
。
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天
井
絵
残
り
わ
ず
か
で
す
。
ご
寄
進
の
申
し
込
み
は
納
経
所
ま
で
。

　

今
年
も
八
月
最
終
土
曜
日
（
八
月
二
十
六
日
）
の
十
八
時
よ
り
、

恒
例
の
水
ま
つ
り
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
「
施せ

が

き

え

餓
鬼
会
」
法ほ

う
よ
う要

で
は
、
三さ

ん
が
い
ば
ん
れ
い

界
万
霊
、
す
べ
て
の
命
を

供
養
し
、
そ
の
功く

徳ど
く

が
ご
先
祖
様
や
ご
家
族
、
自み

ず
か

ら
に
も
分
け
与

え
ら
れ
ま
す
。
餘
慶
寺
の
各
院
僧
侶
が
お
つ
と
め
を
し
、
ご
参
拝

の
皆
様
も
、
水み

ず
だ
な棚

に
進
ん
で
経き

ょ
う
ぎ木

塔と
う

婆ば

の
供
養
を
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

引
き
続
き
「
万ま

ん
と
う灯

会え

」
が
と
り
行
わ
れ
ま
す
。
境け

い
だ
い内

は
、
供
養

の
灯あ

か

り
で
幻げ

ん
そ
う
て
き

想
的
に
照
ら
し
出
さ
れ
、
癒い

や

し
の
音
楽
が
心
を
和な

ご

ま

せ
ま
す
。

　

一
昨
年
よ
り
開
催
し
て
お
り
ま
す
寺じ

庭て
い

婦ふ

人じ
ん

に
よ
る
縁え

ん
に
ち日

広ひ
ろ

場ば

も
好
評
で
す
。
お
菓
子
す
く
い
な
ど
お
子
さ
ま
に
も
楽
し
ん
で
も

ら
え
ま
す
の
で
ご
家
族
ご
一
緒
に
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

夏
の
終
わ
り
は
、
ご
家
族
お
揃そ

ろ

い
で
上
寺
山
餘
慶
寺
へ
、
お
参

り
く
だ
さ
い
。

餘
慶
寺
水
ま
つ
り　

　　

境け
い
だ
い内

の
ハ
ス
が
見
頃
を
迎
え
る
頃
、
七
月
一
日
（
土
）
〜
三
日
（
月
）

の
早
朝
五
時
よ
り
、
餘
慶
寺
「
写
経
会
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

初
日
と
二
日
目
は
餘
慶
寺
御
本
尊
「
千せ

ん
じ
ゅ手

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

」
に
ち
な
ん
だ

観か
ん
の
ん音

経き
ょ
うの

一
部
（
偈げ

文も
ん

）
を
、
三
日
目
は
よ
く
親
し
ま
れ
て
い
る
般は

ん
に
ゃ若

心し
ん

経ぎ
ょ
うを

写
し
ま
す
。
静
寂
な
雰
囲
気
の
中
、
一
心
に
写
経
す
る
と
心
が
洗
わ

れ
る
よ
う
で
す
。

　

そ
の
後
、
僧
侶
先
導
の
も
と
、
鐘
の
音
に
心
を
落
ち
着
か
せ
な
が
ら
餘

慶
寺
会
館
へ
静
か
に
移
動
し
て
、
三
日
間
と
も
に
朝あ

さ
が
ゆ粥

を
い
た
だ
き
ま
す
。

全
て
の
行
事
は
午
前
六
時
半
頃
に
終
了
予
定
で
す
。

　

す
が
す
が
し
い
朝
の
ひ
と
と
き
の
中
、
一
文
字
一
文
字
に
心
を
こ
め
て

つ
づ
る
写
経
会
に
参
加
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

な
お
、
参
加
に
は
準
備
の
都
合
上
、
事
前
の
申
込
み
が
必
要
で
す
の
で
、

別
紙
申
込
書
に
志
納
金
を
添
え
て
各
院
ま
た
は
納
経
所
へ
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

水
祭
り
に
お
き
ま
し
て
、

古
い
塔
婆
・
・
・
お
焚
き
上
げ
を
い
た
し
ま
す
。

古
い
盆
提
灯
・
・
お
祀ま
つ

り
い
た
し
ま
す
。

八
月
に
な
り
ま
し
た
ら
、
本
堂
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

境内にお経を唱える各院僧侶

奉納演奏を聞く参拝者

縁日広場水棚にて

写し
ゃ
き
ょ
う
え

経
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い　
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毎
月
十
八
日
は
観
音
縁
日
。
午
前
八
時
よ
り
観
音
経
を
読ど
く
じ
ゅ誦
し
ま
す
。

　

第
一
回
『
寺
遊
び
in
よ
け
い
じ
』
に
つ
い
て

　

餘
慶
寺
で
は
今
年
の
七
月
二
十
七
日
（
木
）、
小
学
生
を
対
象
と
し
た
寺
子

屋
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
題
し
て
、

　
　
　
　
『
寺
遊
び
in
よ
け
い
じ
』

　

お
寺
で
の
体
験
や
遊
び
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
に
も
っ
と
お
寺
を
身
近
に
感

じ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
企
画
い
た
し
ま
し
た
。
当
日
は
餘
慶
寺
の

ス
タ
ッ
フ
が
心
を
こ
め
て
お
世
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に

思
い
出
作
り
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

日
程
等
、
詳
細
は
別
紙
募
集
要
項
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。
募
集
人
数
に
は

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
参
加
希
望
の
方
は
必
要
事
項
を
ご
記
入
い
た
だ
き
、

お
早
め
に
餘
慶
寺
へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。

　

今
年
の
夏
休
み
は
、
い
つ
も
と
は
違
う
思
い
出
作
り
を
ぜ
ひ
上
寺
で
か
な

え
ま
し
ょ
う
。

　

四
月
一
日
〜
八
日
の
期
間
、
餘
慶
寺
で
は
毎
年
恒
例
の
桜
ま
つ
り

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
桜
の
開
花
が
例
年
に
比
べ
て
遅
か
っ

た
こ
と
も
あ
り
期
間
を
通
し
て
桜
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

期
間
中
は
本
堂
外げ

陣じ
ん

に
お
祀ま

つ

り
し
た
花は

な

御み

堂ど
う

へ
の
お
参
り
や
薬
師

堂
内
の
特
別
拝
観
、
寺
庭
婦
人
に
よ
る
「
さ
く
ら
カ
フ
ェ
」
や
甘
茶

の
無
料
接
待
（
八
日
の
み
）
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
県
内
は
も
と

よ
り
県
外
か
ら
お
参
り
に
来
ら
れ
た
方
も
お
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心

に
残
る
時
間
と
な
っ
て
い
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。
特
に
、
薬
師
堂

御
本
尊
「
薬や

く

師し

如に
ょ
ら
い来

」
を
奉ほ

う
は
い拝

さ
れ
た
方
は
皆
さ
ん
と
て
も
穏
や
か

な
顔
を
さ
れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
薬
師
如
来

様
か
ら
御ご

利り

益や
く

を
い
た
だ
か
れ
た
こ
と
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

桜
ま
つ
り
の
ご
報
告　

薬師堂内で説明を聞く参拝者

釈迦誕生仏に甘茶を灌ぐ

さくらカフェの様子甘茶の無料接待
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毎
月
第
二
日
曜
日 

午
後
二
時
よ
り
阿
弥
陀
堂
に
て
納
骨
堂
説
明
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

編
集
後
記

　

ち
ょ
う
ど
、
こ
の

編
集
後
記
を
書
い

て
い
る
と
き
に
ス
イ

レ
ン
の
花
が
咲
き
始

め
て
い
る
の
に
気
が

つ
き
ま
し
た
。
こ
の

五
十
八
号
が
発
行

さ
れ
る
と
き
に
は
六

月
を
迎
え
ハ
ス
の
花

も
膨
ら
み
始
め
て
い

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

写
経
会
が
あ
る
七

月
初
旬
に
は
見
頃

を
迎
え
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
ハ
ス
の
花
は

午
後
に
は
閉
じ
て
し

ま
い
ま
す
。
ど
う
ぞ

涼
し
い
朝
の
時
間
帯

に
見
に
来
て
く
だ
さ

い
ね
。

  

餘
慶
寺
境け

い
だ
い内

紹
介

『
十
じ
ゅ
う

三さ
ん

仏ぶ
つ
ど
う堂
』

　

人
が
亡
く
な
る
と
初
七
日
に
始
ま
り
七
七
日
、
百
か
日
、
一
周
忌
と

供
養
を
す
る
日
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
忌
日
に
故
人
を
導

い
て
下
さ
る
仏
さ
ま
は
決
ま
っ
て
い
て
、
初
七
日
か
ら
十
三
回
忌
ま
で

と
三
十
三
回
忌
の
担
当
の
仏
さ
ま
を
「
十
三
仏
」
と
い
い
ま
す
。

　

餘
慶
寺
三さ

ん
じ
ゅ
う
の
と
う

重
塔
の
西
側
、回か

い
ろ
う廊

の
と
こ
ろ
に
十
三
仏
堂
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
平
成
二
十
四
年
の
ご
開か

い

帳ち
ょ
うの

折
に
新
し
く
建
て
ら
れ
た
回
廊
の

一
階
部
分
に
あ
る
お
堂
で
、
中
に
は
「
十
三
仏
」
が
お
祀ま

つ

り
さ
れ
て
い

ま
す
。
回
廊
に
あ
る
入
り
口
か
ら
階
段
を
降
り
る
と
、
十
三
体
の
仏
さ

ま
が
並
ん
で
い
て
、
台だ

い

座ざ

に
写し

ゃ

経き
ょ
うが

納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

亡
く
な
ら
れ
た
大
切
な
ご
家
族

の
ご
冥め

い
ふ
く福

を
祈
る
た
め
、
ま
た
ご

供
養
の
た
め
に
も
ご
家
族
や
ご
親

族
で
写
経
を
納
め
ら
れ
る
こ
と
を

お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。

　

写
経
は
ど
ん
な
種
類
で
も
か
ま

い
ま
せ
ん
が
、
十
三
仏
写
経
専
用

の
用
紙
を
納
経
所
に
ご
用
意
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
お

買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

今
後
の
予
定

☆『
供く

物も
つ
の
は
な
し
』 　

         　
　
　
　
　
　

六
月
十
日（
土
）

　
　
　
　
　

講
師　

吉
祥
院
住
職　
　
　
　

   　

大
石
惠
海
師

☆『
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
』　　
　
　

六
月
二
十
四
日
（
土
）

　
　
　
　
　

講
師　

税
理
士
及
び
会
社
役
員　

港　

定
明
先
生

☆『
真
言
に
つ
い
て
』　　

         　
　
　
　
　
　

七
月
九
日（
日
）

　
　
　
　
　

講
師　

本
乘
院
住
職　
　
　
　
　
　
　

小
林
周
伸
師

☆『
寺
遊
び
in
よ
け
い
じ
』　　
　
　
　
　
　
　

七
月
二
十
七
日（
木
）

　
　
　
　
　

講
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
内
僧
侶

※
ど
な
た
で
も
聴
講
可
能
で
す
。

　

お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

七
月
二
十
七
日
は
小
学
生
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

八
月
は
お
盆
期
間
中
の
た
め
、
寺
子
屋
は
お
休
み
し
ま
す
。

  

よ
け
い
じ
寺
子
屋
だ
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
場　

餘
慶
寺
会
館
（
十
四
時
〜
）

　

寺
子
屋
写
真
館


