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願
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　新
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コ
ロ
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イ
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終
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〜

餘慶寺からのお知らせ

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、お気軽にお参りください。

観音縁日（於　本堂）

薬師縁日（於　薬師堂）

　五
月
六
日
、
七
日
の
午

前
十
時
よ
り
餘
慶
寺
と
吉

井
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
あ

る
西
大
寺
観
音
院
で
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
終
息

を
祈
願
し
た
狼
煙
法
要
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　両
寺
院
、
お
互
い
の
狼

煙
が
見
え
る
場
所
で
祈
り

の
梵
鐘
を
撞
き
法
要
を

お
こ
な
い
狼
煙
を
あ
げ
ま

し
た
。

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

早
期
終
息
の
祈
り
を
こ
め

て
あ
げ
た
狼
煙
は
も
く
も

く
と
天
高
く
昇
っ
て
い
き

ま
し
た
。

　ま
だ
ま
だ
油
断
で
き
な

い
状
況
で
す
が
少
し
で
も

早
く
の
終
息
を
お
祈
り
し

て
い
ま
す
。

｠
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　六
十
九
号
の
編
集
に
と
り
か
か
っ

て
い
た
頃
は
、中
国
の
武
漢
で
新
型

の
感
染
症
が
猛
威
を
振
る
っ
て
い
る

と
の
ニュー
ス
が
よ
く
流
れ
て
い
ま
し

た
が
、あ
れ
か
ら
三
ヶ
月
が
経
ち
今

で
は
日
本
で
も
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

が
猛
威
を
振
るって
お
り
大
変
な
状

況
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　餘
慶
寺
で
も
様
々
な
年
中
行
事

の
開
催
自
粛
を
し
で
き
る
限
り
の

予
防
対
策
を
し
て
粛
々
と
日
々
を

過
ご
し
て
お
り
ま
す
。

　少
し
ず
つ
元
の
生
活
に
戻
って
き

て
い
ま
す
が
油
断
せ
ず
し
っ
か
り

予
防
に
努
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

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

餘慶寺HPアドレス

令和２年６月発行    令和２年６月発行 

※

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
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
為
六
月
の

　仏
教
講
座
・
文
化
講
座
・
寺
遊
び

　よ
け
い
じ
は

　中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　又
、 

八
月
は
お
盆
期
間
中
の
た
め
、寺
子
屋
は

　お
休
み
し
ま
す
。

ＱＲコード

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
。

一
口
法
話

行
疫
流
行
神
に
つ
い
て

 

「
行
疫
流
行
神
」
と
は
疫
病
の
神
の
こ
と
で
す
。

古
来
よ
り
我
が
国
で
は
、
流
行
り
病
も
神
と
し
て

ま
つ
り
拝
ん
で
き
ま
し
た
。

　
ご
祈
祷
を
す
る
と
き
に
行
疫
流
行
神
の
名
を
唱

え
、
拝
む
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
鎮
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
に

仏
を
感
じ
丁
重
に
扱
う
と
い
う
考
え
方
で
、
ご
祈

祷
以
外
に
も
東
大
寺
の
お
水
取
り
や
祇
園
祭
な
ど

多
く
の
例
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
西
洋
の
思
想
で
は
邪
悪
な
も
の
は
と
こ
と
ん
邪

悪
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ま
す
が
、
仏
教
を
は
じ
め

と
す
る
東
洋
の
思
想
に
は
白
黒
を
は
っ
き
り
さ
せ

な
い
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
こ
れ
か
ら
の
季
節
に
出
て
く
る
ム
カ
デ

は
害
虫
と
さ
れ
ま
す
が
、
仏
教
で
は
毘
沙
門
天
さ
ま

の
使
い
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る

反
面
、
良
い
と
こ
ろ
も
認
め
る
考
え
方
で
す
。

　
人
間
に
悪
疫
を
与
え
る
も
の
の
中
に
も
仏
が
い

て
、
そ
の
本
質
を
尊
重
す
る
。
こ
れ
こ
そ
仏
教
の

包
容
力
と
救
済
力
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
と
言

え
ま
す
。

　
仏
教
で
は
仏
性
（
仏
に
な
る
本
質
）
は
み
ん
な
が

持
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
病
原
菌
に
す
ら
あ
る
と

認
め
る
仏
性
が
人
に
無
い
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
緊
急
事
態
宣
言
が
で
る
状
況
の
中
だ
か
ら
こ

そ
、
自
分
の
中
に
あ
る
仏
を
感
じ
、
理
性
的
に
行

動
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
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流
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と
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を
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い
と
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の
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は
害
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と
さ
れ
ま
す
が
、
仏
教
で
は
毘
沙
門
天
さ
ま

の
使
い
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る

反
面
、
良
い
と
こ
ろ
も
認
め
る
考
え
方
で
す
。

　
人
間
に
悪
疫
を
与
え
る
も
の
の
中
に
も
仏
が
い

て
、
そ
の
本
質
を
尊
重
す
る
。
こ
れ
こ
そ
仏
教
の

包
容
力
と
救
済
力
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
と
言

え
ま
す
。

　
仏
教
で
は
仏
性
（
仏
に
な
る
本
質
）
は
み
ん
な
が

持
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
病
原
菌
に
す
ら
あ
る
と

認
め
る
仏
性
が
人
に
無
い
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
緊
急
事
態
宣
言
が
で
る
状
況
の
中
だ
か
ら
こ

そ
、
自
分
の
中
に
あ
る
仏
を
感
じ
、
理
性
的
に
行

動
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

☆『
戒
律
を
守
ろ
う
』
　
　
　七
月
十
二
日
　（日
）

     

　
　  

定
光
院
副
住
職
　西
野 

祐
聖 

師

☆『
念
彼
観
音
力
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
　九
月
十
三
日
　（日
）

     

　
　  

恵
亮
院
住
職
　
　土
井
内
　祐
真
　師

in

ぎ
ょ
う
　
　 

え
き           

る          

ご
う         

し
ん

の

ろ

し
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ょ
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ぼ
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ょ
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う
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お
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つ
り
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し
ゃ 

も
ん  

て
ん
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本
堂
の
東
側
に
位
置
す
る
弁
天
池
、
中
央
に
は
七
福
神
で
も
お
な
じ
み
の
弁
天
様
を
お
祀
り

し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
弁
天
池
の
石
積
み
の
傷
み
が
年
々
激
し
く
な
っ
て
お
り
、
数
年
前
か
ら

工
事
方
法
な
ど
検
討
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
年
の
四
月
よ
り
改
修
工
事
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　
改
修
す
る
石
積
み
は
、
現
在
と
同
じ
石
積
み
で
、
そ
の
中
で
も
技
術
の
特
に
高
い
『
穴
太
積
み
』

を
採
用
し
て
排
水
に
影
響
が
出
な
い
よ
う
す
す
め
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
『
穴
太
積
み
』
は
、
比

叡
山
延
暦
寺
の
門
前
町
で
も
あ
る
坂
本
や
安
土
城
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
地
震
に
強
く
雨
水
は

現
在
の
状
態
と
同
じ
よ
う
に
自
然
に
浸
透
し
て
い
く
積
み
方
で
す
。

　
ま
た
、
弁
天
池
を
囲

む
玉
垣
に
は
奉
納
者
の

お
名
前
を
入
れ
ま
す
。

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
希
望
の
方
は
お

早
め
に
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。
申
込
み
方
法
な

ど
詳
し
い
内
容
は
餘
慶

寺
会
館
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
工
事
期
間
中
は
何
か

と
ご
不
便
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ご
理
解
の
ほ

ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

せ

 

が

 

き

 

え

く

 

ど
く

み
ず
か

ほ
う
よ
う

ま
ん
と
う 

え

け
い
だ
い

あ
か

げ
ん
そ
う
て
き

さ
ん
が
い
ば
ん
れ
い

し
ち
ふ
く
じ
ん

あ
の
お

 

づ

あ
の
お

 

づ

　
例
年
七
月
一
日
〜
三
日
の
早
朝
に
開
催
し

て
い
た
餘
慶
寺
如
法
経
会（
写
経
会
）で
す

が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
防
止
の

為
、
日
中
写
経
会
に
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
別
紙
ご
案
内
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

本
堂
に
て
椅
子
席
を

　
ご
用
意
い
た
し
ま
す
。

　
今
年
で
第
四
回
に
な
る
予
定
で
し
た
寺
遊

び
　
よ
け
い
じ
で
す
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
状
況
を
鑑
み
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

写
経
会
の
お
知
ら
せ

寺
遊
び

　よ
け
い
じ

中
止
の
お
知
ら
せ

餘
慶
寺
水
ま
つ
り

桜
ま
つ
り
・
花
ま
つ
り
の
ご
報
告

弁
天
池
改
修
工
事
①｠

　
今
年
も
八
月
最
終
土
曜
日（
八
月
二
十
九
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
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
状
況
次
第
で
延
期・中
止
の
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。 

み
ず
　 

だ
な

き
ょ
う    

ぎ     

と
う       

ば

灯りに包まれる三重塔

子ども達が作った灯り

　
毎
年
四
月
一
日
〜
八
日
の

期
間
、餘
慶
寺
で
は
お
釈
迦
様

の
降
誕
を
祝
い
、皆
で
桜
を
楽

し
む
桜
ま
つ
り
・
花
ま
つ
り
を

開
催
し
て
い
ま
し
た
が
今
年

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世

間
で
猛
威
を
振
る
い
参
拝
者

の
皆
さ
ん
の
安
全
を
第
一
に
考

え
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
状
況
で
お
寺
と
し
て
何
か
で
き
な

い
か
と
考
え
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
終
息
を
願
い

「
角
大
師
」の
お
札
を
配
布
し
、ま
た
八
日
の
降
誕
会
の
日

に
は
参
拝
者
の
皆
様
に
お
札
と
甘
茶
の
テ
ィ
ー
バッ
グ
を
配
布

し
ま
し
た
。

　
来
年
に
は
ま
た

美
し
い
餘
慶
寺
の

桜
の
も
と
皆
様
を

お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
の
で
是
非
ご

来
山
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
。

in

in厄病除けのお札


