
                          
 

先
般
、
両
親
が
金
婚
式
を
迎
え
、

家
族
で
さ
さ
や
か
な
祝
い
の
会
を
開

い
た
。
老
夫
婦
は
互
い
に
感
謝
の
言

葉
を
述
べ
な
が
ら
、
孫
も
囲
ん
で
こ

れ
ま
で
の
苦
労
話
や
思
い
出
話
に
花

を
咲
か
せ
た
。
先
々
月
、
母
が
予
期

せ
ず
病
に
倒
れ
入
院
も
し

た
の
で
、
そ
の
快
気
も
喜

ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 
 私

は
万
感
の
想
い
だ
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
両
親

は
昔
か
ら
言
い
争
い
が
多

く
、
言
葉
を
選
ば
な
け
れ

ば
、
よ
く
五
十
年
も
耐
え

ら
れ
た
な
、
と
い
う
の
が

率
直
な
感
想
で
あ
る
。
息

子
と
し
て
一
番
近
く
で
二

人
を
見
て
き
た
だ
け
に
、

結
婚
五
十
年
と
い
う
歳
月
に
想
い
が

溢
れ
た
。 

 
 さ

ら
に
意
外
だ
っ
た
の
が
、
母
が

入
院
中
、
や
た
ら
と
父
の
も
と
へ
帰

り
た
い
と
言
っ
た
こ
と
だ
。
普
段
は

父
に
対
す
る
小
言
を
四
六
時
中
言
っ

て
い
る
く
せ
に
、
と
に
か
く
父
と
一

緒
に
居
た
い
と
繰
り
返
し
た
。 

 
 考

え
て
み
る
と
、
生
ま
れ
も
育
ち

も
全
く
違
う
二
人
が
、
人
生
を
共
に

歩
む
の
が
夫
婦
で
あ
る
。
そ
の
違
い

が
小
競
り
合
い
を
生
み
、
時
に
喧
嘩

も
す
る
。
分
か
り
合
え
る

こ
と
も
あ
る
が
、
そ
も
そ

も
別
人
格
で
あ
る
。
価
値

観
も
考
え
方
も
違
う
。 

 

そ
う
い
う
私
も
結
婚
し

て
久
し
い
身
だ
。
未
だ
に

夫
婦
の
何
た
る
か
は
解
ら

な
い
が
、
多
少
は
思
う
と

こ
ろ
が
あ
る
。
と
に
か
く

分
か
り
合
え
な
い
こ
と
は

変
に
分
か
り
合
わ
な
い
方

が
良
い
。
無
理
に
意
見
を

通
そ
う
と
す
れ
ば
、
逆
に
溝
は
深
く

な
る
。
大
事
な
の
は
た
だ
一
緒
に
居

る
と
い
う
こ
と
で
、
あ
と
は
時
間
に

身
を
任
せ
る
の
だ
。
い
つ
か
来
る
金

婚
式
で
互
い
を
労
い
合
え
れ
ば
、
も

う
言
う
こ
と
は
何
も
な
い
。（
龍
） 
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白
し ら

須
す

賀
が

観
か ん

音
の ん

 
 7 月 13 日（土）17時 00分～21時 00分  於 長泉寺境内 

ステージ、屋台出店、お楽しみ抽選会など、盛りだくさんのイベントを行うとともに、 
除災招福の霊験鮮かなる白須賀観音に供養を捧げます。どうぞお参り下さい。 

つ 夏 ま り 



万
灯
万
華
供
養 

本
尊
大
祭 

本
尊
薬
師

や

く

し

如
来

に
ょ
ら
い

の
厨
子
を
開
け
、

檀
信
徒
精
霊
に
万
灯

ま
ん
と
う

万ま
ん

華げ

供
養

く

よ

う

の
施

し
を
捧
げ
る
「
本
尊

ほ
ん
ぞ
ん

大
祭

た
い
さ
い

」
を
、
五

月
五
日
夜
よ
り
八
日
に
か
け
て
奉
修

い
た
し
ま
し
た
。 

初そ

夜や

、
後ご

夜や

、
日に

っ

中
ち
ゅ
う

と
一
日
三

座
の
理り

趣し
ゅ

三
昧

ざ
ん
ま
い

法
会

ほ

う

え

を
三
日
間
に
わ

た
っ
て
奉
修
し
、
最
終
日
の
八
日
に

は
真
言
宗
岡
山
市
内
結
衆
寺
院
十
五

ヶ
寺
に
ご
参
集
い
た
だ
き
、
中

ち
ゅ
う

曲
き
ょ
く

理
趣
三
昧
法
会
を
以
っ
て
結
願
の
法

楽
を
捧
げ
ま
し
た
。 

事
前
に
お
申
込
み
を
い
た
だ
い
た

檀
信
徒
各
家
精
霊
の
法
号

ほ
う
ご
う

（
戒
名
）

を
書
し
た
灯
篭
を
道
場
に
掲
げ
る
と

と
も
に
同
様
の
廻
向

え

こ

う

塔
婆

と

う

ば

も
加
持
供

養
し
、
さ
ら
に
は
本
尊
壇
上
に
お
位

牌
を
安
置
し
て
、
亡
き
精
霊
に
対
し

供
養
の
誠
を
捧
げ
ま
し
た
。
併
せ
て
、

こ
の
世
が
少
し
で
も
明
る
く
、
檀
信

徒
皆
様
が
笑
顔
で
過
ご
せ
る
よ
う
、

祈
念
申
し
上
げ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

加
え
て
今
年
は
、
法
話
日
本
一
を

決
め
る
「
Ｈ-

１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
で

二
〇
二
三
年
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に
輝
い

た
真
言
宗
御
室
派
福ふ

く

王
寺

お

う

じ

（
真
庭
市

蒜
山
）
御
住
職
小こ

谷だ
に

剛ご
う

璋
し
ょ
う

僧
正
を

能
化
と
し
て
お
招
き
し
、
参
拝
者
皆

様
へ
の
ご
法
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

当
法
会
を
奉
修
す
る
に
あ
た
り
、

ご
協
力
、
ご
協
讃
い
た
だ
き
ま
し
た

す
べ
て
の
皆
様
に
感
謝
を
申
し
上
げ

ま
す
。 

寺
子
屋
文
化
講
座 

 

第
四
十
五
回
目
の
開
催
と
な
っ
た

寺
子
屋
文
化
講
座
は
四
月
二
日
、
岡

山
県
ご
出
身
で
イ
ン
ド
仏
教
界
最
高

指
導
者
と
し
て
著
名
な
佐
々
井

さ

さ

い

秀
し
ゅ
う

嶺れ
い

師
の
半
生
に
つ
い
て
学
ぼ
う
と
、

師
の
公
認
後
援
会
「
南
天
会

な
ん
て
ん
か
い

」
の
元

事
務
局
長
で
真
言
宗
醍
醐

だ

い

ご

派
長
命

ち
ょ
う
め
い

密
寺

み

つ

じ

（
広
島
県
神
石
高
原
町
）
ご
住

職
の
佐
伯

さ

え

き

隆
り
ゅ
う

快か
い

師
よ
り
ご
講
演
を

賜
り
ま
し
た
（
参
加
約
四
十
名
）。 

 

八
十
五
歳
を
超
え
、
未
だ
イ
ン
ド

に
お
い
て
躍
動
さ
れ
る
佐
々
井
師
の

生
き
様
や
そ
の
お
人
柄
に
触
れ
、
よ

り
一
層
に
そ
の
偉
大
さ
を
感
じ
入
る

時
間
と
な
り
ま
し
た
。 

 

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
方
々
に

は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 



博
多 

太
宰
府 

福
岡
の
旅 

長
泉
寺

杖
じ
ょ
う

心し
ん

会か
い

は
五
月
十
八
日

～
十
九
日
、
お
大
師
様
の
足
跡
を
訪

ね
る
「
博
多 
太
宰
府 

福
岡
の
旅
」

を
開
催
し
、
参
加
十
八
名
と
と
も
に

天
台
宗
観
世
音
寺

か

ん

ぜ

お

ん

じ

、
太
宰
府

だ

ざ

い

ふ

天
満
宮

て
ん
ま
ん
ぐ
う

、

真
言
宗
南
蔵
院

な
ん
ぞ
う
い
ん

、
櫛
田

く

し

だ

神
社
、
真
言

宗
東と

う

長
ち
ょ
う

寺じ

、
筥
崎
宮

は
こ
ざ
き
ぐ
う

な
ど
を
巡
拝
。 

中
で
も
メ
イ
ン
は
、
お
大
師
様
が

最
初
に
建
立
さ
れ
た
と
伝
わ
る
真
言

宗
御
室
派
別
格
本
山
鎮ち

ん

国
寺

こ

く

じ

に
て
、

総
本
山
仁
和
寺
前
門
跡
で
も
あ
ら
せ

ら
れ
る
立
部

た

て

べ

祐ゆ
う

道ど
う

大
僧
正
猊
下
（
鎮

国
寺
名
誉
住
職
）
に
謁
見
し
、
直
々

に
ご
法
話
を
賜
り
ま
し
た
。 

お
か
げ
様
で
二
日
と
も
天
気
に
恵

ま
れ
、
博
多
の
美
味
し
い
食
も
堪
能

し
な
が
ら
、
楽
し
く
有
意
義
な
旅
と

な
り
ま
し
た
。 

ご
参
加
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 
  杖

心
会
は
、
檀
信
徒

皆
様
と
の
交
流
も
兼
ね
、

様
々
な
巡
拝
旅
行
を
開

催
し
て
お
り
ま
す
。 

次
回
は
、
下
記
ご
案

内
の
通
り
、
十
一
月
に

奈
良
県
奈
良
市
菩ぼ

提だ
い

山さ
ん

正
し
ょ
う

暦
り
ゃ
く

寺じ

、
さ
ら
に
は

大
阪
府
河
内
長
野
市
に

あ
る
天あ

ま

野の

山さ
ん

金こ
ん

剛ご
う

寺じ

へ

の
巡
拝
旅
行
を
計
画
し

て
お
り
ま
す
。
詳
し
く

は
追
っ
て
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
多
く
の
方
に
ご
参

加
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

      

    

日
本
清
酒
の
源
流
を
た
ど
る   

 

菩
提
山
正
暦
寺 

天
野
山
金
剛
寺 

参
拝 

月 
 

日
（
土
）
～ 

 

日
（
日
） 

室
町
時
代
に
真
言
僧
侶
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
日
本
清
酒
。
そ
の
発
祥

地
で
あ
る
「菩
提
山

ぼ

だ

い

さ

ん

正
暦
寺

し
ょ
う
り
ゃ
く
じ

（奈
良
市
）
」
、
並

び
に
当
山
と
も
法
縁
が
あ

り
、
僧そ

う

坊ぼ
う

酒し
ゅ

「
天
野

あ

ま

の

」を

生
ん
だ
「
天
野
山

あ

ま

の

さ

ん

金
剛
寺

こ

ん

ご

う

じ

（河
内
長
野
市
）
」
を

巡
拝
し
ま
す
。
費
用
、
旅
程
詳
細
な
ど
に
つ
い
て
は
追
っ
て
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

主
催 

長
泉
寺
杖
心
会 

11 

16 

17 
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長
泉
寺
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
会 

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
救
援
募
金 

志
納
者
ご
芳
名  

令
和
六
年
三
月
十
三
日
～
五
月
三
十
日 

敬
称
略 

順
不
同 

 
 田

中
幸
治 

中
村
久
美
子 

白
神
美
保

原
田
清
子 

 

佐
藤
恭
子 

 
小
川
孝
雄 

光
岡
香
里 

 

前
原
幸
子 

 
伊
藤
圭
子 

杉
原
辰
子 

難
波
治
子 

冨
田
伊
久
子 

冨
田
英
行 

森
本
絵
梨
子 

玉
井
茂
松 

黒
住
ト
シ
子 

 

『
い
づ
み
』
前
号
掲
載
の
同
募
金
志
納

者
の
中
で
、
左
記
の
方
々
の
ご
芳
名
が
記

載
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
に

深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

あ
ら
た
め
て
ご
芳
名
を
掲
載
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 
 

原
田
清
子 

横
田
喜
代
子 

芳
賀
恵
子

大
寺
真
由
美 

山
田
紀
香 

白
神
勝
彦

高
瀬
喜
与
江 

人
見
雅
子 

高
杉
妙
子 

丸
山
順
恵 

多
田
章
利 

小
林
忠
彦 

穂
束
嘉
隆 

難
波
治
子 

原
田
惠
昭 

石
原
真
名
美 

寺
村
昭
子 

工
藤
恭
子 

穂
束
清
隆 

玖
村
年
子 

浦
上 

洋 

福
田
喜
代
美 

 

宮
本
伸
一 

「
ご
詠
歌
巡
礼
」へ
の
お
誘
い 

 
 

 

長
泉
寺
ご
詠
歌
会

え

い

か
か

い

は
現
在
、
月
に

一
回
ほ
ど
の
ペ
ー
ス
で
近
県
に
あ
る

お
寺
へ
お
参
り
し
、
そ
の
ご
本
堂
で

ご
詠
歌
を
奉
納
す
る
「
ご
詠
歌
巡
礼
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。 

ご
詠
歌
と
は
本
来
、
西
国
観
音
霊

場
巡
り
や
四
国
八
十
八
ヵ
所
巡
り
で

お
唱
え
す
る
「
巡
礼
歌

じ
ゅ
ん
れ
い
か

」
で
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
楽
理
、
お
よ
び

組
織
が
大
成
し
て
以
降
（
特
に
戦

後
）
、
お
寺
の
法
要
で
の
奉
詠
や
、

ご
詠
歌
大
会
、
ご
詠
歌
コ
ン
サ
ー
ト

な
ど
が
そ
の
活
動
の
中
心
へ
と
変
わ

っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
と
て

も
華
や
か
な
る
も
の
が
多
く
、
そ
の

甲
斐
あ
っ
て
、
か
つ
て
は
日
本
各
地

の
お
寺
で
ご
詠
歌
が
盛
ん
に
唱
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

戦
後
、
ご
詠
歌
は
ま
さ
に
栄
華
の

と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
が
、
時
代
は

ど
ん
ど
ん
変
化
し
、
平
成
、
令
和
と

時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
ご
詠
歌
人

口
は
み
る
み
る
う
ち
に
減
少
し
て
い

き
ま
し
た
。 

当
山
で
も
、
毎
週
火
曜
日
に
お
稽

古
を
行
い
な
が
ら
、
様
々
な
法
会
で

奉
詠
す
る
ほ
か
、
高
野
山
金こ

ん

剛ご
う

講こ
う

（
金
剛
流
御
詠
歌
の
本
部
）
が
主
催

す
る
大
会
に
出
場
す
る
な
ど
し
な
が

ら
長
ら
く
活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た

が
、
だ
ん
だ
ん
と
人
数
は
減
っ
て
い

き
、
現
在
で
は
た
っ
た
三
名
を
残
す

の
み
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
で

は
長
泉
寺
ご
詠
歌
会
は
無
く
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

そ
こ
で
こ
の
度
、
ご
詠
歌
を
元
の

形
に
戻
し
て
み
よ
う
と
す
る
新
た
な

試
み
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
「
ご
詠
歌
巡
礼
」
で
す
。
月

に
一
度
、
県
内
を
中
心
に
ご
縁
の
あ

る
様
々
な
寺
院
へ
出
向
き
、
そ
ち
ら

の
ご
本
堂
で
ご
詠
歌
を
お
唱
え
す
る

の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
地
域
に
あ

る
魅
力
的
な
場
所
を
観
光
し
た
り
、

美
味
し
い
ロ
ー
カ
ル
グ
ル
メ
を
堪
能

し
た
り
し
て
、
夕
方
ま
で
に
は
当
山

へ
帰
っ
て
来
る
と
い
う
楽
し
い
半
日

旅
行
と
な
り
ま
す
。 

 

も
し
ご
興
味
の
あ
る
御
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
お
寺
ま

で
お
問
合
せ
下
さ
い
。
初
心
者
の
方

で
も
大
歓
迎
で
す
。
ご
詠
歌
は
決
し

て
難
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

丁
寧
に
ご
指
導
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 

 

曹洞宗宝鏡寺（高梁市） 令和 6年 4 月 9日 

真言宗木山寺（真庭市） 令和 5年 11月 7 日 



  
こ
の
度
、
当
山
境
内
で
使
用
す
る

た
め
の
車
椅
子
を
二
台
、
左
記
の

方
々
よ
り
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
深
く
御

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

宮
本
行
一 

様 

玉
野
市
北
方 

一
守
公
子 

様  

玉
野
市
梶
岡 

髙
取
邦
子 

様 

倉
敷
市
連
島 

 

瀬
尾
文
子 

様 

香
川
県
土
庄
町 

           

                          

                          

                          

玉佛堂 奉納のぼり幡 のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年春に落慶した「玉
ぎょ く

佛
ぶ つ

堂
ど う

」

は、檀信徒精霊を弔うため、主に檀家

年忌法事を行う八角円堂です。その本

尊である「玉
ぎょく

佛
ぶつ

釈
しゃ

迦
か

牟
む

尼
に

如
にょ

来
らい

」（中国洛
ら く

陽
よ う

市
し

白
は く

馬
ば

寺
じ

請来）を讃えるための「のぼり

幡」を奉納いただけます御方には、当山

までご連絡下さいませ。 

玉佛堂奉納のぼり幡 5,000円也/一基 

長泉寺の縁日法会 
    
毎月 8日 10時～ 本尊縁日法会 

法話/写経   

21日 10時～ 大師縁日法会 
    法話/写経/空海プログラム（法話）/お接待    

28日 10時～ 不動縁日護摩供 
必生不動明王護摩供養/不動真言念誦行 

 

奉 
 

納 

灯
篭
流
し 

新
盆
の
御
方
を
は
じ
め
、

ど
う
ぞ
皆
様
に
は
ご
来
場
、

ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

 

記 

 

八
月
十
六
日
十
八
時
～ 

 

於 

西
川 

下
石
井
公
園 

 

灯
篭 

九
百
円 

当
日
千
円 

 
 

主
催 

岡
山
市
仏
教
会  

こ
の
度
、
当
山
の

鐘
し
ょ
う

楼ろ
う

門も
ん

の
横
に

「
岡
山
歴
史
の
ま
ち
し
る
べ
・
御み

野の

郡ぐ
ん

南
み
な
み

方が
た

村む
ら

の
薬や

く

園え
ん

」
と
い
う
看
板
が
建
立

さ
れ
ま
し
た
。 

当
看
板
は
、
長
泉
寺
の
山
号
「
薬や

く

園え
ん

山ざ
ん

」
の
由
来
と
も
な
っ
て
い
る
「
薬
園
」

の
歴
史
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
、
「
南
方

中な
か

道み
ち

長
泉
寺
町
内
会
」
が
岡
山
市
へ
申
請

し
て
立
っ
た
も
の
で
す
。
「
薬
園
」
の
歴

史
的
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
『
い
づ

み
』
第
三
四
七
号
（
令
和
六
年
三
月
十
七

日
発
行
）
の
コ
ラ
ム
「
岡
山
藩
学
校
と
薬

園
」
を
ご
参
照
下
さ
い
。 

薬
園
の
歴
史
を
後
世
に
残
す 

岡
山 

歴
史
ま
ち
し
る
べ 

看
板
設
置 



仁
和
寺
の
歴
史
紹
介 

 
 光

孝
天
皇
か
ら
宇
多
天
皇
へ  

受
け
繋
が
れ
る
遺
志 

今
回
は
、
次
号
と
二
回
に
分
け
て

長
泉
寺
の
本
山
、
御
室

お

む

ろ

仁
和
寺

に

ん

な

じ

を
ご

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

真
言
宗
御
室
派
総
本
山
仁
和
寺
は
、

仁
和
四
年
（
八
八
八
）
に
開
山
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
創
建
に
は
、
第
五
十

八
代
光こ

う

孝こ
う

天
皇
と
、
第
五
十
九
代

宇
多

う

だ

天
皇
の
二
帝
が
大
き
く
関
わ
っ

て
い
ま
す
。 

光
孝
天
皇
（
八
三
〇
～
八
八
七
）

と
は
、
鷹
狩
や
相
撲
な
ど
広
く
文
化

に
精
通
し
た
御
仁
で
、
中
で
も
特
に

和
歌
に
秀
で
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
『
古
今
和
歌
集
』
に
納
め
ら
れ

る
「
君
が
た
め
春
の
野
に
出
で
て
若

菜
つ
む 

わ
が
衣
手
に
雪
は
降
り
つ

つ
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
小

倉
百
人
一
首
と
し
て
も

有
名
な
こ
の
歌
に
お
い

て
、
愛
す
る
も
の
を

「
君
」
と
呼
ぶ
心
情
は
、

深
く
民
衆
の
安
泰
を
願

う
光
孝
帝
の
御
心
に
満

ち
溢
れ
て
い
る
も
の
で

し
ょ
う
。 

と

き

に
仁

和
二

年

（
八
八
六
）、
光
孝
帝
は

大お
お

内う
ち

山さ
ん

の
南
麓
に
御ご

願が
ん

寺じ

の
建
立
を
発
願
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
そ
の

翌
年
、
志
半
ば
に
し
て

崩
御
な
さ
れ
、
そ
の
御

遺
志
を
継
が
れ
た
の
が
初
代
門
跡

も
ん
ぜ
き

に

し
て
我
が
国
初
の
法
皇

ほ
う
お
う

（
ご
出
家
さ

れ
た
太
上
天
皇
の
尊
称
）
と
な
ら
れ

た
宇
多
天
皇
（
八
六
七
～
九
三
一
）

で
す
。 

 仁
和
寺
の
お
こ
り 

光
孝
帝
の
悲
願
が
継
承
さ
れ
、
宇

多
帝
に
よ
っ
て
開
山
さ
れ
た
仁
和
寺

は
、
創
建
時
の
元
号
を
と
っ
て
命
名

さ
れ
ま
し
た
が
、
当
初
は
「
西
山

に
し
や
ま

御
願
寺

ご

が

ん

じ

」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
で
す

（
日
本
紀
略
）
。
落
慶
法
要
に
は
、

導
師
と
し
て
お
大
師
様
の
甥
で
、
後

に
高
野
山
金こ

ん

剛ご
う

峰ぶ
う

寺じ

の
復
興
に
勤
め

る
東
寺
長
者
真し

ん

然ぜ
ん

大
徳
が
招
か
れ
、

光
孝
帝
の
一
周
忌
を
兼
ね
て
修
さ
れ

ま
し
た
（
仁
和
寺
御
伝
）
。
仁
和
寺

の
創
建
は
、
亡
き
光
孝
帝
の
悲
願
継

承
の
た
め
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の

弔
い
が
目
的
だ
っ
た
の
で
す
。 

そ
の
後
、
仁
和
寺
の
初
代
門
跡
と

な
ら
れ
た
宇
多
法
皇
は
、
仁
和
寺
境

内
に
「
円
堂
院

え
ん
ど
う
い
ん

」
と
い
う
八
角
円
堂

を
建
立
し
、
そ
こ
で
日
々
、
光
孝
帝

の
菩
提
を
祈
ら
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。 

 宇
多
天
皇
と
御
室 

時
の
帝
・
宇
多
天
皇
は
、
光
孝
帝

よ
り
皇
位
を
継
承
し
た
後
、
関
白
の

地
位
に
あ
っ
た
藤
原
基
経

も
と
つ
ね

と
対
立
し

て
し
ま
い
ま
す
（
阿
衡

あ

こ

う

事
件
）
。
し

か
し
、
基
経
の
死
後
は
天
皇
自
ら
が

政
治
の
指
揮
を
振
る
う
「
親
政

し
ん
せ
い

」
を

実
施
。
菅
原
道
真

す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

ら
を
登
用
し
政

治
改
革
を
実
行
す
る
な
ど
、
そ
の
手

腕
は
「
寛か

ん

平
ぴ
ょ
う

の
治ち

」
と
し
て
高
く

評
価
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
寛
平
九

年
（
八
九
七
）
、
三
十
一
歳
で
第
一

皇
子
で
あ
る
醍
醐
天
皇
に
譲
位
さ
れ

る
と
と
も
に
、
昌
秦
二
年
（
八
九
九
）

に
、
本
覚
大
師
益や

く

信し
ん

よ
り
伝で

ん

法ぽ
う

灌か
ん

頂
じ
ょ
う

を
授
か
り
、
法
皇
と
な
ら
れ
ま

し
た
。 

法
皇
は
そ
の
後
、
延
喜
四
年
（
九

〇
四
）
に
仁
和
寺
境
内
に
自
ら
が
お

住
ま
い
に
な
る
御
所
を
造
ら
れ
、
本

格
的
な
御
修
行
に
も
取
り
組
ま
れ
ま

し
た
。
こ
の
御
所
こ
そ
が
法
皇
の
住

コ
ラ
ム 

真言宗御室派 総本山仁和寺 



坊
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
御
室

お

む

ろ

」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
現

在
の
「
御
室
」
と
は
、
何
よ
り
は
門

跡
猊
下
の
意
で
あ
り
、
そ
し
て
仁
和

寺
そ
れ
自
体
の
呼
称
、
さ
ら
に
は
宗

派
の
名
前
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
加

え
て
仁
和
寺
周
辺
一
帯
の
地
名
と
し

て
も
広
ま
っ
て
お
り
、
現
在
に
至
っ

て
い
ま
す
。 

 仁
和
寺
の
栄
華 

仁
和
寺
は
、
初
代
門
跡
と
な
っ
た

宇
多
法
皇
以
降
、
明
治
時
代
の
第
三

十
世
純
仁
法

じ
ゅ
ん
に
ん
ほ
っ

親
王

し
ん
の
う

に
至
る
ま
で
、

約
千
年
に
わ
た
っ
て
皇
子
皇
孫
が
そ

の
法
位
を
継
承
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

門
跡
寺
院
の
中
で
も
特
に
格
の
高
い

「
筆
頭

ひ
っ
と
う

門
跡

も
ん
ぜ
き

寺
院

じ

い

ん

」
の
地
位
を
誇
り

ま
す
。 

そ
の
最
盛
期
は
平
安
時
代
後
期
で
、

仁
和
寺
の
周
辺
に
は
門
跡
の
住
坊
や

院
家
、
子
院
な
ど
の
堂
宇
が
七
十
余
。

そ
の
一
帯
が
寺
院
堂
塔
の
立
ち
並
ぶ

場
所
と
な
り
ま
し
た
。
元
永
二
年

（
一
一
一
九
）
、
大
火
災
に
よ
っ
て

仁
和
寺
金
堂
や
回
廊
、
鐘
楼
、
経
蔵

な
ど
が
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、

第
五
代
門
跡
と
な
ら
れ
た
覚か

く

性
し
ょ
う

入
に
ゅ
う

道ど
う

親し
ん

王の
う

（
一
一
二
九
～
一
一
六
九
）

は
、
金こ

ん

堂ど
う

、
五
重
塔
、
御み

影え
い

堂ど
う

な
ど

を
再
建
。
さ
ら
に
は
仁
安
二
年
（
一

一
六
七
）
、
日
本

に

ほ

ん

総
法
務

そ

う

ほ
う

む

（
全
国
の

社
寺
を
管
理
統
率
す
る
僧そ

う

綱ご
う

所
の
長

官
職
）
に
就
き
、
鎌
倉
時
代
中
期
頃

ま
で
日
本
宗
教
界
最
高
位
と
し
て
の

実
権
を
握
っ
た
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
室
町
時
代
に
入
る
と
、

戦
乱
の
拡
大
に
仁
和
寺
も
巻
き
込
ま

れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
応
仁
の
乱

に
お
い
て
伽
藍
を
焼
失
し
、
し
ば
ら

く
は
波
乱
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。（
次
回
に
続
く
） 

「ア
ス
カ
」 

日
本
で
ア
ス
カ
と
言
え
ば
、
仏
教

が
も
た
ら
さ
れ
た
時
代
。「
飛
鳥
」、

ま
た
「
明
日
香
」
と
書
き
ま
す
。 

ま
る
で
仏
教
が
鳥
の
よ
う
に
空
を
飛

ん
で
来
た
か
の
よ
う
で
す
。 

飛
鳥
時
代
の
前
の
時
代
は
何
か

と
い
う
と
、
日
本
史
の
時
代

区
分
で
は
「
古
墳
時
代
」
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

が
、
こ
れ
は
後
の
時
代
に
で

き
た
呼
び
名
で
あ
り
、
は
っ

き
り
言
っ
て
よ
く
わ
か
ら
な

い
時
代
で
す
。
六
世
紀
中
ご

ろ
に
「
仏
教

ぶ
っ
き
ょ
う

公
伝

こ
う
で
ん

」
（
公
的

な
仏
教
の
伝
来
）
が
あ
り
、

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
聖
徳
太
子
が
ご

誕
生
。
飛
鳥
時
代
が
到
来
す
る
わ
け

で
す
が
、
本
格
的
な
日
本
史
も
そ
こ

か
ら
始
ま
っ
た
と
言
え
ま
す
。 

私
見
で
す
が
、
「
ア
ス
カ
」
と
い

う
言
葉
は
タ
ミ
ル
語 

―
―
 

イ
ン
ド

に
発
祥
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
イ
ン
ド
史
に
お
い
て
最
盛
を
誇 

 

 

っ
た
国
「
孔く

雀
じ
ゃ
く

王お
う

朝
ち
ょ
う

」
は
、
ア
シ

ョ
ー
カ
王
が
仏
法
を
以
っ
て
統
治
し

ま
し
た
。
孔
雀
は
空
を
飛
び
ま
せ
ん

が
、
毒
蛇
を
食
べ
て
も
生
き
残
る
ジ

ャ
ン
グ
ル
最
強
の
生
物
で
あ
り
、
そ

の
功
徳
は
『
孔く

雀
じ
ゃ
く

明
み
ょ
う

王お
う

経
き
ょ
う

』
と

い
う
経
典
に
示
さ
れ
ま
し
た
。
同
経

を
元
に
、
か
つ
て
仁
和
寺
で

は
「
孔く

雀
じ
ゃ
く

大だ
い

法ほ
う

」
が
頻
繁
に

修
さ
れ
、
鎮
護
国
家
、
玉
体

安
穏
が
祈
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

ア
ス
カ
と
は
、
こ
の
孔
雀
王

朝
の
王
ア
シ
ョ
ー
カ
か
ら
来

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
タ
ミ
ル
語
」
を
語
源
と

す
る
の
は
、
ア
ス
カ
の
ほ
か

に
お
そ
ら
く
ヤ
マ
ト
（
大

和
・
倭
）
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
漢
文

化
で
は
な
い
語
源
が
、
仏
教
と
と
も

に
早
々
に
伝
来
し
、
我
が
国
を
形
成

し
て
い
っ
た
の
で
す
。（
続
） 

 

参
考
文
献 

大
野
晋
『
日
本
語
の
形
成
』

（
岩
波
） 

 

田
中
孝
顕
『
日
本
語
＝
タ
ミ

ル
語 

接
触
言
語
説
』（
幻
冬
社
） 

 

日本語と真言宗 
名誉住職 光研 

仁和寺開山 宇多法皇 



                         

                         

   

    

                   

             

長泉寺の公式ホームページをぜひご活用下さい    

住職のブログ、月行事日程、文化教室のご案内など長泉寺の様々な情報がご覧になれます 

将 棋 ク ラ ブ 
  
毎月一回 客殿で開催中 参加無料 

 

■73回目 

6 月30 日（日） 13：30－16：00 
 

■74回目 

7 月28 日（日） 13：30－16：00 
 

いつも集まったメンバーで楽しくやっていま

す。どなたでもお気軽にご参加ください。 

長泉寺 南方          

回向 檀信徒各家精霊 

盂蘭盆総供養法会 
8 月15 日（木）9時～10時 受付 8時半～ 於：玉佛堂  

永代供養をされている方、お盆行時にお留守をされた方など、 

ご参列を希望される方にはお時間までにお位牌をご持参ください 
 

 ご先祖・萬霊供養 日帰りバスの旅 

おせがき行 
８月24 日（土）午前７時 長泉寺出発 

四国別格霊場八番札所  愛媛県大洲市 

十夜ヶ橋 永徳寺 参拝 
西日本豪雨災害により被災喪失されたご本堂が、この度新た

に新築落慶されました。その新本堂で「施餓鬼供養法」を修し、

参加申込者各家精霊に回向を捧げます。 

参加申込書、並びに詳しいご案内はいづみ次号にてお知らせい

たします。 

 

長泉寺合唱団 Naga 

ハートフルコンサート 
～岡山空襲メモリアル～ 

指揮：佐々木英代 ピアノ：田尾弥生子 

ゲスト：正富明日香 

６月２９日（土）14:00開演 

13：30開場 15：30終了予定 

場所 長泉寺本堂 

入場無料・予約不要 

お問合せ：086-223-7450 

第
二
十
五
回 

平
和
の
鐘
を
鳴
ら
そ
う
！ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
月
十
五
日
正
午
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

於 

長
泉
寺 
鐘
楼
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
催 

岡
山
ユ
ネ
ス
コ
協
会 

弘
法
大
師
ご
誕
生
慶
祝 

青
葉
ま
つ
り 

奉
修 
六
月
十
五
日
（
土
）
午
後
一
時
半
～ 

於:

常
福
寺 

葵
町 

服
装
自
由
・参
拝
料
五
百
円
（記
念
品
授
与
）  

主
催 

岡
山
市
弘
法
大
師
降
誕
会  

ナーガ 


