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お茶の花。清楚な佇
たたず

まいが禅の教えに通じるようです。 

誌
上
法
話 

以
西
『
仏
さ
ま
め
ぐ
り
』 

年
末
年
始
の
作
法 

コ
ラ
ム
『
相
承
』 

お
て
ら
ニ
ュ
ー
ス 

・
大
施
食
法
要 

・
県
檀
信
徒
研
修 

な
ど 

 

発
行
者
：
曹
洞
宗
大
梁
山
清
元
院 

 
 

 
 

 

住
職 

井
上
英
之 

佛
歴
２
５
５
８
年 

平
成
２
７
年
１
２
月
２
４
日 

 

表紙:清元院に咲く花② 
「チャノキ（茶ノ木の花）」 

開花場所:駐車場垣根など 
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お
正
月
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。 

「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
と
い
い
ま
す
。
年
の
初
め
に
自
分
の
生
き 

方
を
ふ
り
返
り
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
大
切
な
日
で
も
あ
り
ま
す
。 

「
今
こ
こ
を
ど
う
生
き
る
の
か
」
を
今
一
度
考
え
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。 

さ
る
十
月
二
十
四
日
に
青
山
俊
董
老
師
さ
ま
（
愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
長
）

に
生
き
方
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
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～
～
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■
『
今
ま
で
の
人
生
の
刻
み
が
そ
の
人
の
人
格
と
な
る
。』 

○
「
時
間
の
使
い
方
は
命
の
使
い
方
。」
三
六
五
日
、
二
四
時
間
、
全
て
の
人
に
平
等
に 

与
え
ら
れ
る
も
の
。
薄
く
使
う
な
、
厚
く
使
う
べ
し
。 

○
「
用
に
雑
用
は
な
い
。
用
を
雑
に
行
っ
た
時
に
雑
用
と
な
る
。」
皿
洗
い
は
使
い
手
の

こ
と
を
思
っ
て
洗
え
ば
か
け
が
え
の
な
い
仕
事
、
つ
ま
ら
な
い
と
思
え
ば
雑
用
に
な
る
。 

○
同
じ
出
来
事
で
も
ど
う
受
け
止
め
る
か
で
人
生
の
刻
み
方
が
変
わ
る
。 

■
『
い
つ
お
迎
え
が
来
て
も
よ
い
生
き
方
を
し
よ
う
。』 

○
鬼(

悪
い
心)

も
仏
も
両
方
持
っ
て
い
る
私
。
で
き
る
な
ら
仏
を
出
し
て
生
き
た
い
。 

○
思
わ
ず
、
ぐ
ず
ら
ず
、
迷
わ
ず
、
今
な
す
べ
き
こ
と
を
熱
心
に
し
な
さ
い
。 

○
懺
悔
（
ざ
ん
げ
）
と
は
、
許
し
て
も
ら
わ
な
く
て
結
構
、
ひ
た
む
き
に
自
分
が
懺
悔

す
る
こ
と
。
相
手
に
求
め
な
い
、
自
分
が
変
わ
る
、
自
分
の
生
き
方
を
問
え
ば
よ
い
。 

■
『
円
相
で
生
き
よ
う
。
人
生
、
ど
こ
を
押
さ
え
て
も
出
発
点
。』 

○
「
死
は
終
着
点
で
は
な
い
出
発
点
だ
。
」
病
に
な
っ
た
お
か
げ
で
命
の
大
切
さ
が
分
か

り
、
こ
う
し
て
あ
な
た
に
会
え
る
喜
び
、
あ
な
た
を
大
切
に
思
う
喜
び
、
人
生
を
大
切

に
生
き
る
喜
び
が
あ
る
。 

○
人
生
は
や
り
直
し
で
き
な
い
け
れ
ど
、
出
直
し
は
で
き
る
。
い
つ
で
も
出
直
せ
る
。 

～
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～
～
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～
～
～
～
～
～
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～
～
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仏
教
の
教
え
は
「
生
き
て
い
る
私
た
ち
が
よ
く
生
き
る
た
め
」
の
教
え
で
す
。

死
ん
で
か
ら
の
教
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
よ
く
生
き
る
た
め
の
分
か

り
や
す
い
一
つ
の
方
法
な
の
で
す
。
青
山
老
師
の
お
話
が
、
皆
さ
ん
の
「
一
年
の
計
」
の
一
助
に

な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

山
主 

九
拝 
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12月末 
◆位牌堂の掃除とお供えの寺参り 

※位牌堂の各家の場所の大掃除をして、お餅を供えて正月の準備をしましょう。 

12月 31日 

午後 10:30～ 

◆除夜の鐘つき寺参り（108回撞きます） 

※にぎやかに皆さんのお参りがあります。1人何回ついてもＯＫです。 

※おいでになった皆さんに年越しそばを用意しております。 

1月 1日 

午前 0:00～ 

◆三朝祈願のご祈祷（正月三が日の朝、毎朝ご祈祷するので三朝祈願という。） 

※除夜の鐘からそのまま本堂に移動してお勤めします。 

※正月札(ふだ)をお供えし盛大な太鼓で全檀家の無病息災と所願成就を祈り、

大般若経で参拝者全員の肩をたたきご祈祷します。 

 

午前 1:00～ ◆お屠蘇とごちそうで新年を祝います（お酒もあります。） 

1月 2日 

午前 6:00～ 
◆三朝祈願（2日目） 

午前 7:00～ 

◆正月礼をお寺に持参し玄関で年頭のあいさつをします。 

 ※正月礼（しょうがつれい）とは、三朝祈願で正月三が日ご祈祷したお札を各

家庭にお配りするお礼として志を包んでお寺に持っていきます。 

◆位牌堂にお参りして、ご先祖に年頭のあいさつをします。 

 

1月 3日 

午前 6:00～ 

◆三朝祈願（3日目） 

 ※祈祷の終わったお札を、朝のうちに部落役員さんにお届けします。 

 

※1月5日までに年頭のあいさつに来ていただけるとありがたいです。 

新 旧 

※法事の申込もこの日から受け付けいたします。 

お参りをお待ちしています！ 

お参りをお待ちしています！ 
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初
盆
の
皆
様
の
ご
寄
付
で
、
ご
本
尊
の
お
釈
迦
様
に
お
参
り

す
る
た
め
の
焼
香
台
を
ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。
焼
香
台
・

鏧
子
（
け
い
す
＝
か
ね
）
・
大
線
香
立
て
・
賽
銭
箱
が
そ
ろ
い
、

本
堂
に
お
参
り
さ
れ
た
方
々
が
、
次
々
に
本
尊
様
に
線
香
を
立

て
手
を
合
わ
せ
て
お
ら
れ
ま
す
。
本
尊
様
も
大
変
喜
ん
で
お 

ら
れ
る
こ
と 

で
し
ょ
う
。 

ご
寄
付
い
た 

だ
き
ま
し
た 

皆
様
、
本
当 

に
あ
り
が
と 

う
ご
ざ
い
ま 

し
た
。 

    

●
８
月
６
日
（
木
）。
恒
例
の
大
施
食
法
要
を
行
い
ま
し
た
。
旧

赤
碕
町
内
５
ゕ
寺
か
ら
７
名
の
方
丈
様
を
お
招
き
し
て
初
盆
供

養
・
全
檀
信
徒
の
先
祖
供
養
な
ど
盛
大
に
お
勤
め
し
ま
し
た
。

今
年
か
ら
全
檀
信
徒
家
庭
に
ご
案
内
し
た
と
こ
ろ
、
本
堂
一
杯 

の
１
０
０
名
近
く
の
お
参
り
が
あ
り 

ま
し
た
。
お
い
で
に
な
っ
た
皆
さ
ん 

に
は
、
塔
婆
、
う
ち
わ
、
お
弁
当
を 

お
持
ち
か
え
り
頂
き
ま
し
た
。 

来
年
も
８
月
６
日
に
行
い
ま
す
。

更
に
多
く
の
み
な
さ
ん
が
お
い
で
い

た
だ
く
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り 

ま
す
。 

 

●Ｈ２７年度檀信徒地方研修会に、清元院から県内最多の１８名参加！ 

【住職のひとり言】 第２号をようやく発行しました<(_ _)> 今回は発行が遅くなってしまいました。反省です。 
１号を読まれた方々から「盆礼なんて知らんかったわ～！よーわかったで～♥」やら「最初から張り切ると長続きせんで…ぼち
ぼちにしときないよォ。」など温かい言葉をたくさんいただきました。反応って、これが結構うれしいもんですね。 

追伸。除夜の鐘と正月のお参りが増えるといいなー (^o^)/~~~ 

１
０
月
１
４
日
（
水
）
に
鳥
取
市
文
化
セ
ン
タ
ー
で
「
檀
信

徒
地
方
研
修
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
県
内
各
地
か
ら
約
５

０
０
名
の
曹
洞
宗
檀
信
徒
の
み
な
さ
ん
が
集
ま
り
ま
し
た
。
講

師
は
曹
洞
宗
の
尼
僧
（
女
性
の
方
丈
さ
ま
）
の
第
一
人
者
「
青

山
俊
董
老
師
」（
愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
長
）
様
で
し
た
。 

清
元
院
の
お
檀
家
の
み
な
さ
ん
に
声
を
掛
け
た
と
こ
ろ
県
内

最
多
の
１
８
名
の
参
加
が
あ
り
、
中
型
バ
ス
を
借
り
て
出
か
け

ま
し
た
。
途
中
、
鳥
取
賀
露
港
で
昼
食
、
買
い
物
を
し
て
か
ら

会
場
に
入
り
ま
し
た
。 

大
変
良
い
お
話
で
「
参
加
し
て
よ
か
っ
た
。」「
ま
た
来
年
も

行
き
た
い
。」
と
い
う
声
し
き
り
で
し
た
。 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
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●
参
加
者
の
声
【
高
力
昭
子
さ
ん
】 

 

十
月
十
四
日
鳥
取
文
化
セ
ン
タ
ー
に
て
、
青
山
俊
董
老
師

様
の
「
今
、
こ
こ
を
ど
う
生
き
る
か
～
人
生
を
円
相
で
考
え

る
～
」
の
講
演
を
拝
聴
で
き
た
こ
と
を
本
当
に
幸
せ
に
思
い

ま
し
た
。 
 

時
の
流
れ
と
共
に
た
く
さ
ん
の
人
に
い
た
だ
い
た
生
に
感

謝
し
、
こ
れ
ま
で
歩
ん
だ
自
分
の
人
生
を
振
り
返
る
機
会
を

い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、
い
ら
い
ら
取
り
乱

し
て
物
の
見
方
も
歪
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
生
活
の
中
に
も
、

禅
を
活
か
し
て
自
然
な
心
に
蘇
ら
せ
る
努
力
の
大
切
さ
を
学

び
ま
し
た
。 

 

後
期
高
齢
者
と
な
っ
た
現
在
、
日
々
せ
か
せ
か
と
動
き
回

る
生
活
を
反
省
し
て
い
ま
す
。「
人
間
丸
く
な
ら
な
け
れ
ば
迎

え
が
来
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
頭
に
入
れ
て
い
る
つ
も
り
で

す
が
、
時
々
薄
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
の
人
生
「
苦
し
み
や
悲
し
み
か
ら
は
逃
れ
ら
れ

な
い
の
だ
か
ら
、
包
み
込
ん
で
生
き
よ
う
」
と
い
う
青
山
老

師
の
言
葉
に
励
ま
さ
れ
、
元
気
で
人
の
世
話
が
で
き
る
よ
う
、

日
々
大
切
に
過
ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

コ
ラ
ム

「
相
承

そ
う
じ
ょ
う

」 


