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寺
子
屋
写
真
館

　桜
の
季
節
が
あ
っ
と
い
う
間
に

終
わ
り
、蒸
し
暑
い
梅
雨
の
時
分

に
な
り
ま
し
た
。

　ま
た
今
年
も
暑
い
夏
に
な
る

と
思
い
ま
す
が
、昨
年
と
同
じ
夏

は
き
ま
せ
ん
。

　令
和
六
年
の
夏
を
ど
の
よ
う

な
思
い
出
に
す
る
か
は
今
、積
善

を
読
ん
で
い
る
貴
方
次
第
で
す
。

　少
し
で
も
良
き
令
和
六
年
の

夏
に
な
る
よ
う
に
御
祈
念
し
て

お
り
ま
す
。

　
　
　

    

　
　
　
　
　合 

掌

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

※

ど
な
た
で
も
聴
講
で
き
ま
す
。（
無
料
）

　お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、

　ご
参
加
く
だ
さ
い
。

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
釈
迦
堂
に
て
納
骨
堂
説
明
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

「
三
重
塔
」

又
、八
月
は

お
盆
期
間
中
の
た
め
、

寺
子
屋
は
お
休
み
し
ま
す
。

退
任
の
御
挨
拶

編
集
後
記

　
令
和
六
年
三
月
末
日
を
も
ち
ま
し
て
、任
期
満
了
に
よ
り
餘
慶

寺
住
職
を
退
任
い
た
し
ま
し
た
。

　
在
任
中
の
六
年
間
で
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
未
曾
有
の

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
起
こ
り
、皆
様
そ
れ
ぞ
れ
が
大
変
な
中
で
ご
ざ

い
ま
し
た
が
、檀
信
徒
の
皆
様
、山
内
各
院
、関
係
者
各
位
、

実
に
多
く
の
方
々
に
今
ま
で
以
上
に
お
支
え
い
た
だ
き
、お
陰
様

で
何
と
か
勤
め
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。そ
の
ご
恩
に
対

し
、紙
面
を
お
借
り
し
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
さ
て
次
の
餘
慶
寺
住
職
に
、定
光
院
住
職
西
野
祐
聖
師
が
就
任

さ
れ
ま
し
た
。新
た
な
山
主
に
も
、変
わ
ら
ぬ
み
ほ
と
け
た
ち
の
ご

加
護
や
皆
様
方
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
い
て
、餘
慶
寺
全
体
を
こ
れ

ま
で
以
上
に
高
み
に
導
い
て
下
さ
る
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　
引
き
続
き
ご
支
援
ご
協
力
た
ま
わ
り
ま
す
よ
う
伏
し
て
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
　
　 

明
王
院
住
職
　
岡
本 

昌
幸

　
餘
慶
寺
境
内
、本
堂（
観
音
堂
）の
北
側
に
位
置
す
る
三
重
塔
。

西
大
寺
方
面
か
ら
も
上
寺
山
の
山
頂
付
近
に
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。

　
三
間
三
重
の
総
高
約
二
十
一
メ
ー
ト
ル
で
、本
瓦
葺
の
屋
根
に
相
輪

を
立
て
て
い
ま
す
。初
重
に
四
天
柱
を
使
用
し
、心
柱
は
初
重
の
天
井

裏
よ
り
立
て
る
構
造
と
な
って
い
ま
す
。

　
棟
札
に
よ
る
と
、邑
久
大
工
棟
梁
田
淵
市
左
衛
門
繁
数
と
そ
の
一
門

に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
、六
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
文
化
十
二
年

（
一
八
一
五
年
）に
完
成
し
ま
し
た
。邑
久
大
工
の
系
譜
や
建
築
様
式
を

知
る
上
で
も
大
変
貴
重
な
建
造
物
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
令
和
元
年
よ
り
、西
大
寺
観
音
院
と
三
重
塔
両
参
り
も
始
ま
り

ま
し
た
。お
参
り
の
際
に
は
、三
重
塔
東
面
よ
り
時
計
回
り
に
お
進

み
い
た
だ
き
、四
方（
東
西

南
北
）の
正
面
に
あ
る
蓮

台
石
に
上
が
っ
て
お
参
り

く
だ
さ
い
。そ
の
際
、大
日

如
来（
金
剛
界
）の
御
真
言

「
オ
ン 

バ
サ
ラ 

ダ
ト
バ
ン
」

を
お
唱
え
い
た
だ
く
と
よ

り
ご
利
益
が
あ
り
ま
す
の

で
心
静
か
に
お
唱
え
く
だ

さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

就
任
の
御
挨
拶

　
四
月
六
日
、
御
本
尊
千
手
観
世
音
菩
薩
様
御
宝
前
に
お

き
ま
し
て
魔
事
無
く
晋
山
式
を
円
成
し
、
正
式
に
餘
慶
寺
の

兼
務
住
職
を
拝
命
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
誠
に
感
謝
の
念

に
堪
え
ま
せ
ん
。

　
皆
さ
ま
の
ご
期
待
に
添
う
べ
く
浅
学
非
才
の
身
で
あ
り
ま
す

が
一
生
懸
命
精
進
い
た
す
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

                  

　
　
　
　
　
　  

定
光
院
住
職
　
西
野 

祐
聖

六
月
九
日
（
日
）

七
月
十
四
日
（
日
）

講
師
　圓
乗
院
住
職
　西
野
祐
誠  

師 

講
師
　吉
祥
院
住
職
　大
石
恵
海  

師

☆『
極
楽
浄
土
の
蓮
』

☆『
い
た
だ
き
ま
す
の
心
〜
食
事
の
作
法
〜
』

 

だ
い 

せ
き

れ
ん

け 

い
　
　
　 

だ 

い

餘
慶
寺
境
内
紹
介

岡山学芸館高校
３年間の感謝の気持ちをこの一打に！ 場所:餘慶寺境内

7/207/20土土
10:00～10:00～

3年生引退コンサート3年生引退コンサート和太鼓部

さ
ん
げ
ん 

さ
ん
じ
ゅ
う

だ
い 
に
ち

に
ょ 

ら
い ほ

ん
が
わ
ら
ぶ
き

し
ょ
じ
ゅ
う

し  

て
ん
ば
し
ら

し
ん
ば
し
ら

む
な
ふ
だ

た 

ぶ
ち  

い
ち  

ざ  

え  

も
ん 

し
げ
か
ず

雨天の場合は
翌21日㈰ 10時～（             ）
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さ
つ   

き  

も
う
で

だ
い   

に
ち  

に
ょ  

ら
い

た
い
ぞ
う
か
い

こ
ん
ご
う

ち
ょ
う
ず
し
ゃ

け
い
だ
い

は
す
は
ち

ゆ
め
こ
い

　
餘
慶
寺
と
吉
井
川
を
挟
ん
だ
西
大
寺
観

音
院
の
両
寺
院
に
て
合
同
企
画
イ
ベ
ン
ト

「
両
界
マ
ン
ダ
ラ
三
重
塔
巡
り
五
月
詣
」

が
五
月
五
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
餘
慶
寺
と
西
大
寺
の
三
重
塔
は
同
じ
邑
久
の
宮
大
工
集
団
が
建
て
た
力
作

で
、
両
寺
院
の
塔
の
ご
本
尊
、
大
日
如
来
（
西
大
寺
は
胎
蔵
界
、
餘
慶
寺
は
金
剛

界
）
の
功
徳
を
授
か
る
両
界
マ
ン
ダ
ラ
三
重
塔
巡
り
を
開
創
し
令
和
元
年
よ
り

様
々
な
企
画
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
上
寺
山
餘
慶
寺
で
は
、子
ど
も
た
ち
に

も
っ
と
お
寺
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
と
と

も
に
、お
寺
で
の
遊
び
を
通
し
て
、子
ど
も
た

ち
の
個
性
豊
か
な
感
性
を
育
む「
寺
遊
び
in

よ
け
い
じ
」を
開
催
し
ま
す
。

　
ス
タ
ッ
フ
の
お
坊
さ
ん
た
ち
が
心
を
こ
め

て
お
世
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
夏
休
み
の
す
ば
ら
し
い
思
い
出
を
いっ
し
ょ

に
作
り
ま
し
ょ
う
！

　※

詳
細
や
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
後
日

募
集
チ
ラ
シ
、餘
慶
寺
公
式
Ｈ
Ｐ
に
て
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
朝
の
澄
ん
だ
空
の
青
色
、

朝
ご
は
ん
の
白
飯
の
白
色
、

夕
方
の
落
ち
着
い
た
オ
レ
ン
ジ
色
、眠
り
に
つ

き
瞼
を
と
じ
る
と
見
え
る
黒
色
。私
た
ち

は
常
に
必
ず
色
を
観
て
生
き
て
お
り
ま
す
。

　
仏
教
で
は
色
に
も
沢
山
の
意
味
が
込
め

ら
れ
お
り
、例
え
ば
青
色
は
心
乱
れ
ず
穏

や
か
な
状
態
で
力
強
く
生
き
抜
く
、禅
定

の
教
え
を
表
し
、赤
色
は
慈
悲
の
心
で

人
々
を
救
済
す
る
精
進
の
教
え
を
あ
ら
わ

し
ま
す
。

　
特
に
仏
教
で
は
青
・
黄
・
白
・
赤
・
黒
の

五
色
を
大
切
に
し
て
お
り
、法
要
や
行
事
の

際
に
は
五
色
の
吹
き
流
し
や
旗
を
か
か

げ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
餘
慶
寺
で
は
毎
月
十
七
日
の
晩
に

三
重
塔
を
カ
ラ
ー
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
す
る「
彩

照
」と
い
う
行
事
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

　
ぜ
ひ
皆
さ
ま
の
御
心
に
も
仏
様
の
教
え

を
彩
り
照
ら
し
て
く
だ
さ
い
。　  
合
　
掌

か
い

く

ど
く

寺
遊
び
in
よ
け
い
じ

の
お
知
ら
せ

　
例
年
に
引
き
続
き
参
拝
に
来
ら
れ
た
皆
様
の
夢

や
平
和
へ
の
祈
り
を
寄
せ
書
き
し
た
夢
鯉
の
ぼ
り

の
掲
揚
や
境
内
の
手
水
舎
や
蓮
鉢
に
花
を
浮
か
べ

る
花
手
水
企
画
の
他
に
も
大
声
測
定
器
を
使
っ
た

「
厄
を
飛
ば
せ
大
声
大
会
」
、
餘
慶
寺
一
山
住
職

が
サ
プ
ラ
イ
ズ
出
演
し
た
「
お
寺
Ｄ
Ｅ
ラ
イ
ブ
」

等
様
々
な
催
し
が
あ
り
大
勢
の
方
に
来
山
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。｠

　
ま
た
、天
台
宗
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
し
ょ
う
ぐ
う
さ
ん
が
境
内
を
散
歩
し
た

り
、
一
緒
に
お
菓
子
投
げ
を
し
た
り
と
楽
し
い
子
ど
も
の
日
に
な
り
ま
し
た
。

　
餘
慶
寺
、
西
大
寺
は
こ
れ
か
ら
も
皆
様
と
共
に
祈
り
続
け
る
寺
院
で
あ
る

よ
う
に
日
々
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。
　
　
　
　  

　
　
　
　
　
　
　
合
　
掌

八
月
二
十
日
㈫
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が  

き   

え

ほ
う
よ
う

ま
ぶ
た

ぜ
ん
じ
ょ
う

じ
　
　
ひ

き
ゅ
う
さ
い

し
ょ
う
じ
ん

い
ろ
ど
り

ご
　 

し
き

て
ら
す

さ
ん
が
い

く 

ど
く

 

れ
い

 

み
ず
か

み
ず  

だ
な

き
ょ
う  

ぎ
　

ま
ん  

と
う    

え

け
い  

だ
い

あ
か と

う
　
ば

て
き

げ
ん
そ
う  

水
ま
つ
り

両
界
マ
ン
ダ
ラ

三
重
塔
巡
り

　
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
ま
す
。

　
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
。

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
。

ば
ん

餘
慶
寺×

西
大
寺
コ
ラ
ボ
企
画

ご
報
告

餘
慶
寺

五
月
詣 

さ
つ 

き 

も
う
で

一
口
法
話

『
色
と
仏
』


