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餘慶寺ホームページ　http://www.yokeiji.jp/

奉
納
書
道
展
、
締
め
切
り
迫
る
！
（
九
月
二
十
日
（
木
）
ま
で
）
　
各
院
ま
た
は
納
経
所
へ
お
届
け
く
だ
さ
い
。

ひ
と
く
ち
法
話

　
お
彼ひが
ん岸

　

今
年
の
夏
は
異
常
な
猛
暑
で
し
た
、昔
か
ら「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」と
言
い
ま
す
が
、

こ
の
積
善
が
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
届
く
こ
ろ
に
は
暑
さ
も
和
ら
い
で
い
る
こ
と
を
切
望
し

ま
す
。

　

お
彼
岸
は
年
に
二
回
、
春
と
秋
に
あ
り
、
今
年
の
秋
の
彼
岸
の
期
間
は
、
九
月
二
十
日

か
ら
二
十
六
日
ま
で
の
一
週
間
で
す
。

　

彼
岸
の
風
習
は
平
安
時
代
に
公
家
の
間
で
始
ま
り
、
鎌
倉
時
代
に
は
庶
民
に
も
浸
透
し

厳
し
い
年
貢
の
取
り
立
て
や
現
世(

此し
が
ん岸)

に
対
す
る
苦
労
か
ら
来
世(

彼
岸)

こ
そ
は
、

幸
せ
な
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
願
い
日
々
、
善
行
に
励
み
功く
ど
く徳
を
積
む
風
習
と
な

り
ま
し
た
。

　

秋
の
彼
岸
は
、
秋
分
の
日
を
中
日
と
し
て
、
前
半
の
期
間
は
春
の
彼
岸
か
ら
現
在
ま
で

の
自
身
の
行
い(

言
動)

を
振
り
返
り
反
省
し
、
後
半
の
期
間
は
こ
の
反
省
を
基
に
こ
れ

か
ら
の
自
分
の
在
り
方
を
今
一
度
考
え
な
お
す
期

間
で
す
。

　

最
近
の
お
彼
岸
で
は
、
お
墓
参
り
を
し
て
ご
先

祖
さ
ま
に
感
謝
し
、
彼
岸
で
あ
る
極
楽
浄
土
に
て

静
か
に
休
ま
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
が
、

此
岸
に
い
る
我
々
は
ご
先
祖
様
へ
の
感
謝
と
共

に
、
今
の
自
分
の
行
い
を
省
み
、
更
な
る
善
根
功

徳
を
積
み
積
善
を
実
践
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。

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で受け付けています。
　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、　
　　お気軽にお詣りください。

(4)

百八観音霊場ホームページ　http://108kannon.jp/

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

　

お
盆
・
水
ま
つ
り

が
終
わ
り
九
月
に

入
り
少
し
涼
し
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

今
年
の
夏
は
棚

経
や
お
盆
、
水
ま

つ
り
の
準
備
の
他
に

西
日
本
豪
雨
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し

被
災
者
の
皆
様
方

の
少
し
で
も
早
く
の

復
興
へ
の
お
手
伝
い

を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

ま
だ
ま
だ
暑
い
日

が
続
き
ま
す
の
で
し

っ
か
り
と
体
調
に
気

を
つ
け
て
お
過
ご
し

下
さ
い
。

餘
慶
寺
境け
い
だ
い内
紹
介

 
『
地
じ
ぞ
う
ど
う
こ
ん
じ
ゃ
く


蔵
堂
今
昔

』

　

本
堂
南
に
あ
る
地
蔵
堂
は
、
地
蔵
菩
薩
と
十
王
を
お
祀
り
し
、
併
せ
て

二
十
人
程
度
の
会
議
も
で
き
る
建
物
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
平
成
四

年
に
再
建
さ
れ
た
お
堂
で
す
。

　

こ
こ
に
は
、
以
前
、
寄
せ
棟
造
り
の
お
堂
が
あ
り
、
壁
で
仕
切
ら
れ
た

南
半
分
に
地
蔵
菩
薩
と
十
王
が
お
祀
り
し
て
あ
り
、
北
半
分
は
本
堂
や
境

内
を
清
掃
し
、
夕
方
に
は
梵ぼ

ん
し
ょ
う鐘を
撞
い
て
い
た
人
の
休
憩
が
で
き
る
部
屋

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
先
の
大
戦
で
米
軍
の
空
襲
が
激
し
く
な
っ
た
昭
和
十
九
年
に

餘
慶
寺
各
院
へ
神
戸
市
西
須
磨
国
民
学
校
四
・
五
年
生
の
児
童
が
学
童
集

団
疎
開
と
し
て
来
ま
し
た
。
そ
の
時
こ
の
お
堂
は
食
堂
に
改
造
さ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。　

　

戦
争
が
終
わ
り
疎
開
児
童
の
帰
っ

た
あ
と
は
、
屋
根
と
柱
を
残
す
だ
け

と
な
り
、
い
つ
し
か
取
り
壊
さ
れ
て
、

往
時
の
建
物
の
土
台
石
を
幾
つ
か
残

し
て
空
地
の
状
態
に
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
昭
和
六
十
年
ご
ろ
か
ら
地
蔵

堂
再
建
の
気
運
が
高
ま
り
、
檀
家
皆

様
の
ご
理
解
ご
支
援
も
あ
っ
て
平
成

四
年
に
再
建
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い

ま
す
。

今
後
の
予
定

☆
『
十
重
四
十
八
軽
戒
に
つ
い
て
』　
　
　  

　
　
　
　
　  

　
九
月
十
六
日(

日)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師
　
定
光
院
住
職
　
　
　
　
　
　
　
　
西
野
祐
誠
師

☆
『
特
別
な
名
前
の
付
い
た
刀
剣

　
　
　
―
草
薙
の
剣
か
ら
山
鳥
毛
ま
で
―
』      

　
　
　  

九
月
二
十
九
日(

土)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師
　
林
原
美
術
館
主
任
学
芸
員
　
　
植
野
哲
也
先
生

☆
『
　
寺
宝
展
、
特
別
講
演
　
』　
　
　
　
　
　
　
　  

　    

十
月
十
四
日(

日)

         

　
　
　
　
　
　

☆
『
　
正
し
い
見
方
　 

』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

十
月
二
十
日(

土)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師
　
吉
祥
院
住
職
　
　
　
　
　        

大
石
恵
海
師

☆
『
　
お
大
師
さ
ん
　 

』　
　
　　
　
　
　
　
　
　     

十
一
月
二
十
四
日(

土)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師
　
本
乗
院
住
職
　
　
　
　
　
　
　 

　
小
林
周
伸
師

☆
『
楽
し
く
年
賀
状
づ
く
り
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
月
一
日(

土)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師
　
日
本
画
家
・
岡
山
日
展
会
会
員
　
神
戸
淑
子
先
生

※
ど
な
た
で
も
聴
講
で
き
ま
す
。

　
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
十
二
月
一
日
は
十
四
時
～
十
六
時
開
催
で
す
。

　
寺
子
屋
写
真
館

  

よ
け
い
じ
寺
子
屋
だ
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
場
　
餘
慶
寺
会
館
（
十
四
時
～
）

( 大正初期の地蔵堂 )
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山陽花の寺霊場会ホームページ　http://www.sanyo-hananotera.com/

薬
師
護
摩
祈
祷
　
護
摩
木
三
百
円
　
木
札
授
与
三
千
円
／
五
千
円

　　　　　　　　昨年の寺宝展の様子

　
十
月
十
四
日
（
日
）
九
時
三
十
分
～
十
六
時

　
　
　
　
　
　
　

会
場　

本
堂
・
薬
師
堂
・
餘
慶
寺
会
館

　

今
年
で
第
十
六
回
と
な
り
ま
し
た
餘
慶
寺
寺
宝
展
が
右
記
日
時
に
開
催
さ
れ
ま
す
。
今
回
は
地
蔵
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る

地じ
ぞ
う
ぼ
さ
つ
ぞ
う

蔵
菩
薩
像
お
よ
び
十じ
ゅ
う
お
う
ぞ
う

王
像
の
修
復
が
無
事
完
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
修
理
報
告
を
兼
ね
て
、
本
堂
で
展
示
を
し
、

皆
様
に
お
披
露
目
を
い
た
し
ま
す
。
間
近
で
お
参
り
い
た
だ
き
功
徳
を
い
た
だ
い
て
下
さ
い
。

　

ま
た
、
特
別
講
演
会
と
し
ま
し
て
Ｒ
Ｓ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
き
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
皆
様
に

ご
提
供
致
し
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
特
別
演
奏
会
や
己
お
の
れ
し
ょ書
体
験
、
カ
フ
ェ
や
出
店
な
ど
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
ご
用
意
し
て
皆
様
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
の
で
、
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ
上
寺
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
別
紙
チ
ラ
シ
を
ご
覧
下
さ
い
。

餘
慶
寺
寺
宝
展

(2)

中国観音霊場会ホームページ　http://www.kannon.org/

　
　
　
　
ま
い
ら
れ
ぇ
岡
山
　
寺
社
仏
閣
を
巡
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
開
催
中

　
八
月
二
十
五
日(

土)

十
八
時
よ
り
、
餘
慶
寺
本
堂
・
境
内
に
お

い
て
水
ま
つ
り(

施せ

が

き

え

餓
鬼
会
・
万ま
ん
と
う
え

灯
会)

を
厳
修
い
た
し
ま
し
た
。

　

施
餓
鬼
会
と
は
、
阿あ
な
ん難
が
釈し
ゃ
く
そ
ん尊
に
教
え
を
請
い
、
餓が

き鬼
の
予
言

に
よ
り
残
り
三
日
の
命
で
あ
っ
た
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
た

説
話
に
も
と
づ
く
仏
教
行
事
で
餓
鬼
だ
け
で
な
く
、
先
祖
代
々
の

供
養
を
行
い
、
同
時
に
み
な
さ
ん
自
身
の
福
徳
延
寿
を
お
祈
り
さ

せ
て
い
た
だ
く
法
要
で
す
。

　

ま
た
万
灯
会
で
は
、
ご
先
祖
様
の
菩
提
を
お
祈
り
し
奉
納
し
て

い
だ
た
き
ま
し
た
万
灯
会
灯
籠
や
瀬
戸
内
市
在
住
の
竹
あ
か
り
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
・
竹
吉
に
よ
る
竹
あ
か
り
の
演
出
、
寺
遊
び
in
よ
け

い
じ
に
て
子
ど
も
達
が
思
い
思
い
の
色
に
塗
っ
た
仏
様
を
灯
し
た

展
示
な
ど
、
様
々
な
灯
り
に
囲
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
岡
山
学
芸

館
高
校
和
太
鼓
部
に
よ
る
演
奏
奉
納
が
境
内
に
鳴
り
響
き
な
お
一

層
、
幻
想
的
に
荘
厳
さ
れ
、
参
拝
さ
れ
た
方
の
「
心
に
も
灯
り
が

灯
り
、
自
然
と
笑
顔
が
あ
ふ
れ
、
悠
々
と
し
た
時
が
流
れ
ま
し
た
。

餘
慶
寺
水
ま
つ
り
の
ご
報
告

　
　『
　
忘も
う
こ
り
た

己
利
他
　
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(　

伝で
ん
ぎ
ょ
う
だ
い
し


教
大
師　

最さ
い
ち
ょ
う澄　

)

　　

人
間
の
性さ
が

と
し
て
、
私
た
ち
は
ど
う
し
て
も
自
分
中
心
に
考
え
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
欲
し
い
、
こ
う
し
て
欲
し
い
、
と
ま
わ
り
に
望

む
こ
と
が
多
く
な
り
が
ち
で
す
。

　

伝
教
大
師
最
澄
様
が
書
か
れ
た
【
山さ
ん
げ
が
く
し
ょ
う
し
き


家
学
生
式
】
に

『
己
を
忘
れ
て
他
を
利
す
る
は
慈
悲
の
極
み
な
り
』

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
自
分
の
こ
と
は
後
に
し
て
、
ま
ず
人
に

喜
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
す
る
、
そ
れ
は
仏
さ
ま
の
行
い
で
、

そ
こ
に
幸
せ
が
あ
る
の
だ
と
い
う
言
葉
で
す
。

　

我
々
も
自
分
第
一
に
考
え
る
の
で
は
な
く
相
手
の
事
を
思
い
や
っ
て
、
相

手
の
事
を
第
一
に
考
え
ら
れ
る
人
に
な
れ
る
よ
う
日
々
努
力
し
ま
し
ょ
う
。

お
祖そ

し師
さ
ま
の
御み

お
し教
え


