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出 

会 

い 六
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
た
「
写

経
会
」
は
毎
月
第
三
土
曜
日
の
午

前
中
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
七
月

の
２
回
目
は
準
備
し
た
十
五
席
の

う
ち
十
二
席
が
埋
ま
る
盛
況
ぶ
り

で
し
た
。
参
加
者
の
同
期
は
皆
さ

ん
様
々
で
す
が
、
六
月
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
放
映
し
た
写
経
の
番
組
が
き
っ

か
け
と
い
う
方
も
チ
ラ
ホ
ラ
。
こ

れ
ま
で
関
心
は
あ
っ
た
け
ど
、
機

会
が
な
か
っ
た
と
う
い
う
と
こ

ろ
で
し
ょ
う
か
。 

お
経
は
「
四
誓
偈
」「
発
願

文
」「
一
枚
起
請
文
」「
般
若
心

経
」
の
中
か
ら
選
び
ま
す
。
ち

ょ
っ
と
だ
け
日
常
か
ら
離
れ
た

空
間
で
黙
々
と
写
経
に
打
ち
込

ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。 

 

お
盆
は
ご
先
祖
様
を
こ
の
世
に

迎
え
、
親
戚
等
が
集
ま
っ
て
供
に

食
事
を
す
る
な
ど
、
こ
の
世
と
あ

の
世
の
者
が
一
堂
に
会
す
る
、
正

に
「
倶
会
一
処
」
の
機
会
と
な
り

ま
す
。 

「
お
盆
」
の
起
源
は
「
盂
蘭
盆

経
（
う
ら
ぼ
ん
き
ょ
う
）
」
と
い

う
経
典
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

お
釈
迦
様
の
弟
子
に
目
連
尊
者

と
い
う
方
が
い
て
、
餓
鬼
道
に
堕

ち
た
母
を
救
い
た
い
と
、
お
釈
迦

様
に
そ
の
方
法
を
尋
ね
た
の
で

す
。
そ
う
す
る
と
お
釈
迦
様
は

「
僧
た
ち
が
夏
の
修
業
を
終
え
る

七
月
十
五
日
に
、
彼
ら
に
食
べ
物

や
飲
み
物
を
献
じ
れ
ば
、
そ
の
功

徳
に
よ
っ
て
汝
の
母
を
救
う
こ
と

が
で
き
よ
う
」
と
説
か
れ
ま
し

た
。
こ
れ
が
日
本
の
先
祖
供
養
と

結
び
つ
き
、
地
域
に
よ
っ
て
七
月

ま
た
は
、
ひ
と
月
遅
れ
の
八
月
に

先
祖
供
養
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

一心に写経に打ち込む参加者 

「
写
経
会
」
好
評
開
催
中
！ 

 

供
養
と
は
「
供
物
養
心
」
を
略

し
た
言
葉
で
す
。
仏
様
や
亡
く
な

ら
れ
た
方
に
お
供
え
物
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
自
身
の
心
を
養
わ
せ

て
い
た
だ
け
る
と
い
う
意
味
で

す
。 ど

う
ぞ
、
お
盆
に
は
お
家
に
帰

ら
れ
た
大
切
な
方
々
の
霊
を
、
皆

で
し
っ
か
り
と
ご
供
養
さ
れ
、
こ

の
世
の
一
処
で
心
を
通
わ
せ
て
い

た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
こ
と
で

す
。 大

念
寺
で
は
、
お
盆
の
期
間
中

十
三
日
～
十
六
日
ま
で
の
毎
日
、

無
縁
の
お
墓
も
含
め
境
内
の
す
べ

て
の
お
墓
に
献
花
を
し
、
霊
を
お

呼
び
し
て
ご
供
養
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。 
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お
も
て
な
し
の
心
で
迎
え
る
お
盆 

境内墓地の除草・清掃の一斉作業に

つきましては、新型コロナ感染症の

再拡大傾向を勘案しまして、本年も

実施いたしません。皆様のご都合の

良いときに各自行っていただきます

ようお願いいたします。 

今夏の墓地の除草・清掃について 

「
施
餓
鬼
」と
は
？ 

 

お
盆
の
時
期
に
行
う
こ
と
が

多
い
仏
教
行
事
で
す
。
餓
鬼

(

が
き)

と
は
、
生
前
の
悪
行
に

よ
っ
て
亡
者
の
世
界
に
落
と
さ

れ
た
魂
や
無
縁
仏
と
な
っ
て
い

る
よ
う
な
霊
や
魂
の
事
を
言

い
、
常
に
飢
え
と
乾
き
に
苦
し

ん
で
い
る
も
の
を
指
し
ま
す
。 

施
餓
鬼
と
は
、
そ
う
い
う
者

た
ち
に
も
食
べ
物
や
飲
み
物
な

ど
の
供
物
を
施
す
こ
と
で
餓
鬼

の
供
養
を
行
う
法
要
行
事
で

す
。 お

盆
に
は
亡
く
な
っ
た
祖
先

や
家
族
た
ち
の
供
養
を
行
う
の

と
同
時
に
、
餓
鬼
の
供
養
も
行

う
こ
と
で
徳
を
積
む
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

八
月
の
写
経
会
は 

八
月
二
十
六
日
開
催 

毎
月
第
三
土
曜
日
開
催
と
し
て

い
ま
す
が
、
八
月
は
お
盆
と
重

な
る
た
め
開
催
日
が
変
更
に
な

り
ま
す
。 

年
内
の
写
経
会
予
定
日 

●
九
月
十
七
日
（土
） 

●
十
月
十
五
日
（土
） 

●
十
一
月
十
九
日
（土
） 

●
十
二
月
十
七
日
（土
） 

 

インスタグラム始めました 
アカウント名は「daineng1340」です。 

フォローいただければ幸いです 

https://en-park.net/words/7816
https://en-park.net/words/1420
https://en-park.net/words/2941


 

ご
本
尊
の
脇
侍
（
わ
き
じ
） 

【
観
音
菩
薩
】 

 

か
ん
の
ん
ぼ
さ
つ 

本
堂
の
ご
本
尊
阿
弥
陀
さ
ま
の

左
隣
（
向
っ
て
右
）
の
脇
侍
と
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
観
音
菩
薩

で
す
。 

観
音
菩
薩
は
阿
弥
陀
如
来
の

「
慈
悲
」
を
あ
ら
わ
す
化
身
と
さ

れ
、「
智
慧
」
を
あ
ら
わ
す
化
身

と
さ
れ
る
右
脇
侍
の
勢
至
菩
薩
と

合
わ
せ
て
。
阿
弥
陀
三
尊
像
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。 

両
脇
侍
は
お
顔
、
お
姿
、
衣

装
と
ほ
ぼ
同
じ
で
見
分
け
が
つ

き
ま
せ
ん
が
、
観
音
さ
ま
は
臨

終
の
際
の
来
迎
図
で
も
画
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
極
楽
往
生
を

遂
げ
る
人
を
乗
せ
る
た
め
に
蓮

の
台
座
を
手
に
持
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
先
頭
に

立
っ
て
お
迎
え
に
来
ら
れ
る
の

で
す
。 

      

大
念
寺
の
地
蔵
堂
の
歴
史
は
明

治
初
期
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
老

朽
化
に
よ
り
平
成
八
年
に
建
て
直

し
さ
れ
ま
し
た
。
お
堂
の
中
に
は

大
小
お
よ
そ
百
七
十
体
の
お
地
蔵

さ
ん
が
並
ん
で
い
ま
す
。
市
内
で

は
観
音
寺
と
並
ん
で
最
大
級
の
地

蔵
堂
と
言
え
ま
す
。
言
い
伝
え
に

よ
れ
ば
、
町
奉
行
所
が
町
中
に
点

在
し
て
い
た
お
地
蔵
さ
ん
を
２
つ

の
お
寺
に
集
約
し
た
と
の
こ
と
で

す
。 お

地
蔵
さ
ん
は
、
や
さ
し
く

慈
悲
に
あ
ふ
れ
る
お
顔
が
特
徴

で
、
道
祖
神
と
し
て
地
域
の
境
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目
の
道
端
で
も
よ
く
見
か
け
ま

す
。 

正
式
に
は
地
蔵
菩
薩
と
い
う
お

名
前
で
、
仏
様
で
は
な
く
、
仏
に

な
る
べ
く
修
行
中
の
「
菩
薩
」
と

い
う
身
分
に
な
り
ま
す
。
平
安
時

代
末
期
の
末
法
思
想
の
世
の
中
で

広
ま
っ
た
信
仰
で
す
が
、
祈
願
を

起
こ
せ
ば
、
い
か
な
る
と
こ
ろ
に

も
現
れ
て
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ

て
く
れ
る
と
い
う
「
弱
者
の
味

方
」
と
し
て
国
民
的
な
人
気
を
得

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
お
地
蔵

さ
ん
は
、
観
音
さ
ん
と
と
も
に
宗

派
に
関
係
な
く
各
寺
院
で
祀
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
人
気
が
伺

え
ま
す
。
大
念
寺
で
は
門
徒
云
々

に
関
係
な
く
、
市
内
の
地
蔵
祭
り

に
出
向
き
読
経
を
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
五
箇
所
あ
り
ま
す 

 地
蔵
盆 

 親
よ
り
も
先
に
こ
の
世
を
去
っ

て
し
ま
っ
た
子
供
が
、
賽
の
河
原

で
苦
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
助
け

る
の
が
お
地
蔵
さ
ん
で
あ
る
こ
と

か
ら
も
、
明
治
以
降
お
盆
行
事
と

結
び
つ
き
、
子
供
主
体
の
「
地
蔵

六
月
二
五
日
、
仏
様
に
お
供
え
し
た
お
下
が
り
を

「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
の
仕
組
み
を
利
用
し
て

写
真
の
通
り
お
送
り
し
ま
し
た
。
送
り
先
は
公
平
な

仕
組
み
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
中
か
ら
最
も
近
隣
の

子
供
を
支
援
す
る
団
体
様
を
選
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
受
け
取
ら
れ
た
団
体
様
か
ら
は
、
受
け
取
り

の
お
礼
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
食
べ
き
れ
な
い
食
品

「
お
地
蔵
さ
ん
」
っ
て 

八
月
二
十
四
日 

地
蔵
祭
り 

大
念
寺
の
② 

仏
さ
ま
紹
介 

 
六
月
十
八
日
（
土
）
よ
り 

ス
タ
ー
ト
し
ま
す 

大
念
寺
地
蔵
祭
り 

八
月
二
十
四
日
（
水
） 

よ
る
七
時
か
ら 

於
：
大
念
寺
地
蔵
堂 

盆
」
が
全
国
で
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
旧
暦
の
七
月

二
十
四
日
も
し
く
は
一
か
月
遅

れ
の
八
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
大
念
寺
で

は
毎
年
八
月
二
十
四
日
に
読

経
、
ご
詠
歌
に
よ
り
お
祭
り
し

て
い
ま
す
。 

か
つ
て
は
小
中
高
生
の
み
で

運
営
さ
れ
て
お
り
、
夏
休
み
の

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ

で
し
た
が
、
町
内
人
口
減
、
少

子
化
に
よ
り
現
在
で
は
大
人
に

よ
り
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
お

供
え
物
は
子
供
が
喜
ぶ
お
菓
子

中
心
で
、
最
後
に
子
供
た
ち
に

配
ら
れ
ま
す
。 

 

鐘
楼
門
横
に
あ
る
地
蔵
堂 

 

や
使
い
き
れ
な
い
日

用
品
な
ど
あ
り
ま
し

た
ら
、
ど
う
ぞ
お
参

り
の
際
に
で
も
お
預

け
く
だ
さ
い
。
お
供

え
の
後
、
お
下
が
り

と
し
て
お
送
り
し
ま

す
。 

 


