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　よ
く
遊
慶
の
庭

で
遊
ん
で
い
た
子

供
達
が
ラ
ン
ド
セ

ル
を
背
負
っ
て
小

学
校
へ
登
校
し
て

行
く
姿
、
ま
だ
ま

だ
体
に
合
っ
て
な

い
学
生
服
を
着
て

自
転
車
で
通
学
し

て
い
く
子
を
見
て

い
る
と
春
を
感
じ

ま
す
ね
！

　春
と
い
え
ば
桜

で
す
が
そ
れ
以
外

に
も
色
ん
な
事
で

春
を
感
じ
る
事
が

で
き
て
と
て
も
新

鮮
な
気
分
に
な
り

ま
す
ね
！

　薬師縁日（於　薬師堂）

　
　観音縁日（於　本堂）

会
場

　餘
慶
寺
会
館（
十
四
時
〜
）

よ
け
い
じ
寺
子
屋
だ
よ
り

今
後
の
予
定

☆ 『
仏
さ
ま
に
お
供
え
す
る
も
の
』　
　
　  

　
　
　
　
　              

　
　
　
　
　
　
　
講
師
　本
乘
院
住
職
　
　
　
　
　
　   

☆
　
　
　
　  

　

         

　
　
　
　
講
師
　瀬
戸
内
市
立
図
書
館
館
長
　
　
　
　
　 

☆ 『「
令
和
」の
時
代
に
込
め
る
思
い
』

　
　
　
　
　
　
　
講
師
　
明
王
院
住
職
　　
　   

☆ 『
寺
遊
び
ｉｎ
よ
け
い
じ
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

　     

　
　
　
　
　
　
　
小
学
生
対
象

　
　

　西
大
寺
と
餘
慶
寺
に
は
、
地
元
の
大
工
集
団
で
あ
る
邑
久
大
工
が
建
て
た
三
重

塔
が
あ
り
ま
す
。

　塔
は
お
釈
迦
様
の
供
養
塔
で
、
仏
教
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
は
大
切

な
も
の
の
周
り
を
時
計
回
り
に
回
り
信
心
や
敬
意
を
表
し
ま
す
の
で
、
塔
を
時
計

回
り
に
三
周
回
っ
て
お
参
り
下
さ
い
。

　塔
の
本
尊
は
西
大
寺
が
胎
蔵
界
大
日
如
来
、
餘
慶
寺
は
金
剛
界
大
日
如
来
で
す
。

両
方
を
お
参
り
し
て
い
た
だ
く
と
胎
蔵
界
と
金
剛
界
の
両
界
を
回
っ
て
い
た
だ
け

る
所
か
ら
「
両
界
マ
ン
ダ
ラ

三
重
塔
巡
り
」
と
名
付
け
ま

し
た
。

　特
に
餘
慶
寺
で
は
塔
の
四

面
に
蓮
台
石
を
配
置
し
ま
し

た
。
石
に
乗
り
塔
に
向
か
っ

て
合
掌
し
て
い
た
だ
く
の
が

お
参
り
の
仕
方
で
す
。

　蓮
の
花
は
仏
の
象
徴
で
、
蓮

台
石
に
上
が
る
と
い
う
の
は
自

分
の
仏
性
（
仏
に
な
る
性
質
）

を
思
い
仏
と
向
き
合
う
と
い
う

意
味
が
あ
り
ま
す
。

　お
参
り
の
後
は
御
朱
印
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
仏
様
に
ち
な
ん
だ
念
珠

も
あ
り
、
腕
輪
念
珠
を
作
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
お

詣
り
く
だ
さ
い
。

令和元年６月発行 令和元年６月発行 

毎月８日　午前10時～ （８月はありません。）　
護摩祈祷をしています。ご祈祷のお申し込みは随時納経所で受け付けています。

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。

※
ど
な
た
で
も
聴
講
可
能
で
す
。（
無
料
）

　お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　八
月
は
お
盆
期
間
中
の
た
め
、寺
子
屋
は

　お
休
み
し
ま
す
。

福
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
。

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
。

六
月
九
日 （
日
）

小
林
　周
伸
　師

六
月
三
十
日 （
日
）

村
上
　岳 

先
生

七
月
十
三
日 （
土
）

岡
本
　昌
幸
　師

七
月
二
十
九
日 （
月
）

け
い  

だ
い

『
江
戸
時
代
に
大
富
村
の
若
者
達
が

  

ハ
メ
を
は
ず
し
て
叱
ら
れ
た
話
』

一
口
法
話

『

』

　
二
〇
一
九
年
五
月
一
日
よ
り
元
号
が
「
平
成
」
か
ら
「
令
和
」
へ
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
中
が
慶
び
に
包
ま
れ
た
中
で
の
改
元
と
な
り
ま
し
た
ね
。

　
皆
さ
ま
も
ご
存
じ
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
「
令
和
」
の
語
源
は
奈
良
時
代
末
期
に
成
立
し

た
と
み
ら
れ
る
日
本
に
現
存
す
る
最
古
の
和
歌
集
「
万
葉
集
」
の
巻
五
、
梅
花
の
歌
第
三

十
二
首
の
序
文
で
す
。 

（
先
記
）　
四
季
が
あ
る
日
本
の
美
し
い
様
子
を
端
的
に
表
し
て
い

て
、改
め
て
日
本
の
良
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
し
て
、
「
万
葉
集
」
と
い
う
日
本
の
財
産
に
も
改
め
て
注
目
が
向
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
餘
慶
寺
に
も
本
堂（
国
重
文
）、薬
師
如
来
坐
像（
国
重
文
）、聖
観
音
立
像（
国
重

文
）を
は
じ
め
、多
く
の
寺
宝
、日
本
の
財
産
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
を
護
持
し
て
い
く
こ

と
、広
く
伝
え
て
い
く
こ
と
は
私
た
ち
の
責
務
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、「
令
和
」を
迎
え
た
五
月
一日
か
ら
は
餘
慶
寺
と
吉
井
川

を
挟
ん
で
隣
接
す
る
西
大
寺
と
の
合
同
巡
拝
「
両
界
曼
荼
羅
三

重
塔
巡
り
」
も
新
た
に
開
創
。

胎
蔵
界
・
金
剛
界
の
両
界
の
大

日
如
来
を
中
心
に
仏
の
世
界
を
広

げ
て
い
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　「
令
和
」の
新
時
代
に
生
き
る

私
た
ち
が
平
穏
無
事
で
、美
し
く

調
和
し
あ
い
、
希
望
で
満
ち
溢

れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。

　
二
〇
一
九
年
五
月
一
日
よ
り
元
号
が
「
平
成
」
か
ら
「
令
和
」
へ
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
中
が
慶
び
に
包
ま
れ
た
中
で
の
改
元
と
な
り
ま
し
た
ね
。

　
皆
さ
ま
も
ご
存
じ
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
「
令
和
」
の
語
源
は
奈
良
時
代
末
期
に
成
立
し

た
と
み
ら
れ
る
日
本
に
現
存
す
る
最
古
の
和
歌
集
「
万
葉
集
」
の
巻
五
、
梅
花
の
歌
第
三

十
二
首
の
序
文
で
す
。 

（
先
記
）　
四
季
が
あ
る
日
本
の
美
し
い
様
子
を
端
的
に
表
し
て
い

て
、改
め
て
日
本
の
良
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
し
て
、
「
万
葉
集
」
と
い
う
日
本
の
財
産
に
も
改
め
て
注
目
が
向
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
餘
慶
寺
に
も
本
堂（
国
重
文
）、薬
師
如
来
坐
像（
国
重
文
）、聖
観
音
立
像（
国
重

文
）を
は
じ
め
、多
く
の
寺
宝
、日
本
の
財
産
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
を
護
持
し
て
い
く
こ

と
、広
く
伝
え
て
い
く
こ
と
は
私
た
ち
の
責
務
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、「
令
和
」を
迎
え
た
五
月
一日
か
ら
は
餘
慶
寺
と
吉
井
川

を
挟
ん
で
隣
接
す
る
西
大
寺
と
の
合
同
巡
拝
「
両
界
曼
荼
羅
三

重
塔
巡
り
」
も
新
た
に
開
創
。

胎
蔵
界
・
金
剛
界
の
両
界
の
大

日
如
来
を
中
心
に
仏
の
世
界
を
広

げ
て
い
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　「
令
和
」の
新
時
代
に
生
き
る

私
た
ち
が
平
穏
無
事
で
、美
し
く

調
和
し
あ
い
、
希
望
で
満
ち
溢

れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。

初
春
の
令
月
に
し
て
、
気
淑
く
風
和
ぎ
、

梅
は
鏡
前
の
粉
を
披
き
、
蘭
は
珮
後
の
香
を
薫
す

か
お
ら

は
い
　ご

ひ
ら

き
ょ
う
ぜ
ん

こ

う
め
の
は
な

よ

れ
い
　
　わ

新
時
代「
令
和
」を
迎
え
て



中国観音霊場会ホームページ　http://www.kannon.org/

桜
ま
つ
り
・
花
ま
つ
り
の
ご
報
告

　
新
し
い
元
号
を
迎
え
た
五
月
一
日
〜
五
日
の
期
間
、
金
陵
山
西
大

寺
様
と
の
合
同
企
画
「
両
界
マ
ン
ダ
ラ
三
重
塔
巡
り
開
創
初
詣
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
子
ど
も
達
が
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
を
ウ
ロ
コ
に
描
き
明
る
く
豊
か
で
災

難
の
無
い
未
来
を
願
っ
て
揚
げ
ら
れ
た
夢
鯉
（
夢
来
い
）
の
ぼ
り
や

改
元
を
祝
っ
て
参
拝
の
皆
様
と
飛
ば
し
た
風
船
が
境
内
に
奉
祝
の
雰

囲
気
を
彩
り
、
天
台
宗
（
餘
慶
寺
）
と
真
言
宗
（
西
大
寺
）
の
宗
派
を

超
え
た
合
同
法
要
や
、
お
寺
ｄ
ｅ
フ
ェ
ス
ｉ
ｎ
よ
け
い
じ
（
音
楽

祭
）
、
ま
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
普
段
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
お
坊
さ
ん
の
着
付
け
体
験
や
仏
器
磨
き
体
験
な
ど
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
「
令
和
」
の
新
時
代
が
平
穏
無
事
で
、
美
し
く
、
希
望
で
満
ち
溢

れ
る
こ
と
を
山
内
僧
侶
一
同
祈
念
致
し
ま
す
。

餘
慶
寺
水
ま
つ
り

写
経
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い

 

『
寺
遊
び
ｉ
ｎ
よ
け
い
じ
』
　

別
紙
申
込
書
で

お
申
込
み
く
だ
さ
い

※

募
集
人
数
四
十
名

　
先
着
順

※

椅
子
席
を
ご
用
意
い
た
し
ま
す
。

　
今
年
も
八
月
最
終
土
曜
日（
八
月
三
十
一

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
餓
鬼
会
」法
要
で
は
、三
界
万

霊
、す
べ
て
の
命
を
供
養
し
、そ
の
功
徳
が

ご
先
祖
様
や
ご
家
族
、自
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
、本
堂
に

設
置
さ
れ
た
水
棚
に
進
ん
で
経
木
塔
婆
の

供
養
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
引
き
続
き「
万
灯
会
」が
と
り
行
わ
れ

ま
す
。境
内
は
、供
養
の
灯
り
で
幻
想
的

に
照
ら
し
出
さ
れ
、癒
し
の
音
楽
が
心
を

和
ま
せ
ま
す
。

　
恒
例
と
な
り
ま
し
た
寺
庭
婦
人
に
よ
る

縁
日
広
場
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
い
で
上

寺
山
餘
慶
寺
へ
、お
参
り
く
だ
さ
い
。

三重塔開創合同法要

お寺deフェスinよけいじ

施餓鬼会法要にて万灯会にて

弁天池を彩る桜

第３回

七
月
二
十
九
日 

月
 

開
催
！

七
月一日（
月
）〜
三
日（
水
）早
朝
五
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　  （
於
　本
堂
）

詳
し
く
は
、別
紙
申
込
書

を
ご
確
認
い
た
だ
き
、志

納
金
を
添
え
て
各
院
ま
た

は
納
経
所
へ
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。

し
ゃ  

き
ょ
う   

え

第2回寺遊びinよけいじ／己書体験の様子

餘慶寺だより  積 善　　餘慶寺だより  積 善　　（3） （2）

Ｇ
Ｗ
合
同
企
画
の
ご
報
告

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

さ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
花
冷
え
の
為
、
桜
の
咲
い
て
い
る
状
態
が
長
く

続
き
た
く
さ
ん
の
方
が
お
花
見
弁
当
を
片
手
に
楽
し
ま
れ
た
か
と
思
い

ま
す
。

　
期
間
中
は
本
堂
外
陣
に
お
祀
り
し
た
花
御
堂
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
。
毎
年

お
参
り
に
来
ら
れ

て
い
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、

今
年
初
め
て
お
参

り
に
来
ら
れ
た
方

も
お
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
多
く
の

お
か
げ
を
い
た
だ

い
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。

山陽花の寺霊場会ホームページ　http://www.sanyo-hananotera.com/

第 66号令和元年６月発行 第 66号    

古
い
塔
婆
の
お
焚
き
上
げ
や
、古
い
盆
提
灯
の
供
養
も
し
て
い
ま
す
の
で
餘
慶
寺
本
堂
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

令和元年６月発行 

げ
　
じ
ん

ま
つ

は
な
み
ど
う

せ

が

き

え

い
や

な
ご

そ
ろ

じ 

て
い 

ふ 

じ
ん

え
ん
に
ち
ひ
ろ
ば

み
ず
か

ほ
う
よ
う

く
　
ど
く

さ
ん
が
い
ば
ん

き
ょ
う
ぎ
と
う
ば

ま
ん
と
う
え

け
い
だ
い

あ
か

げ
ん
そ
う
て
き

み
ず
だ
な

れ
い


