
　

お
盆
の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。新
た
な
年
を
迎
え
た
早
々
に「
北

見
市
財
政
危
機
」
と
い
う
衝
撃
的
な
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
ま
し
た
。

平
成
十
八
年
に
一
市
三
町
で
合
併
し
ま
し
た
が
、
少
子
高
齢
化
や

地
場
産
業
の
衰
退
の
影
響
は
北
見
市
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
れ
か
ら
財
政
健
全
計
画
の
も
と
、
様
々
な
公
共
サ
ー
ビ

ス
の
縮
小
、
利
用
料
金
の
値
上
げ
を
避
け
る
こ
と
は
難
し
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、正
し
い
情
報
、

冷
静
な
判
断
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
Ａ
Ⅰ
の
時
代
、
何
を
調
べ
る
に
も
検
索
す
れ
ば
、
誰
も
が

簡
単
に
答
え
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ

便
利
に
な
っ
た
一
方
で
、
自
分
で
考
え
る
能
力
、
解
決
で
き
な
い

問
題
へ
の
対
応
能
力
は
劣
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
の
結

果
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
情
報
だ
け
を
鵜
呑
み
に
し
て
し

ま
う
。

　

精
神
科
医
の
帚
木
蓬
生
先
生
は
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ケ
イ
パ
ビ
リ

テ
ィ
ー
」
と
称
し
て
、
す
ぐ
に
は
答
え
の
出
な
い
、
ど
う
に
も
対

処
し
よ
う
の
な
い
事
態
に
耐
え
る
能
力
の
重
要
さ
を
論
じ
ま
し
た
。

人
生
と
は
答
え
が
分
か
ら
な
い
、
そ
れ
で
も
歩
ん
で
い
か
な
れ
け

れ
ば
な
ら
な
い
日
々
の
連
続
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
孤
独
な

道
で
も
あ
り
ま
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
決
し
て
一
人
で
な
く
、
と
も

に
寄
り
添
い
共
感
し
合
う
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

大
い
な
る
自
然
の
流
れ
、
曖
昧
さ
を
受
け
入
れ
な
が
ら
歩
ん
で
い

く
、
そ
の
先
に
、
成
熟
し
た
人
生
観
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

合　

掌　

〈１〉

　

秋
彼
岸
法
要
の
お
参
り
後
、
市
内
で
「
道
東
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク

テ
ィ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
み
お
ん
ち
」
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い
る
藤
原

弥
緒
さ
ん
を
お
招
き
し
て
、
参
拝
者
の
方
々
と
骨
格
整
え
体
操
を

実
践
し
ま
し
た
。
藤
原
さ
ん
は
檀
家
の
お
孫
さ
ん
と
し
て
の
ご
縁

が
あ
り
ま
し
て
、

こ
の
度
、
快
く
ご

返
事
い
た
だ
き
ま

し
た
。
当
日
は
ゴ

ム
バ
ン
ド
を
使
用

し
て
、
肩
や
骨
盤

周
り
の
体
操
、
太

も
も
の
筋
肉
を

使
っ
た
運
動
な
ど
、

三
十
分
か
け
て
丁

寧
に
説
明
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

普
段
し
な
い
動
き

に
悪
戦
苦
闘
し
な

が
ら
も
、
終
わ
っ

た
後
は
皆
ん
な

清
々
し
い
気
持
ち

に
な
り
、
充
実
し

た
時
間
を
過
ご
せ

ま
し
た
。

　

今
夏
、
か
ね
て
よ
り
計
画
し
て
お
り
ま
し
た
、
お
寺
の
橋
の
改

修
工
事
が
始
ま
り
ま
す
。
工
事
期
間
は
約
一
か
月
、
八
月
初
頭
に

工
事
完
了
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
た
だ
工
事
に
際
し
、
今
ま
で
利

用
し
て
い
た
橋
が
通
行
止
め
と
な
り
ま
す
の
で
、
地
図
に
記
載
さ

れ
て
い
る
迂
回
路
か
ら
来
寺
し
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
ご
不

明
な
点
、
来
寺
を
ご
希
望
の
方
は
お
寺
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

骨格整え体操
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Ａ
Ⅰ
の
時
代
が
進
む
と
、
何
を
す
る

に
も
効
率
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
そ
う

で
す
。
確
か
に
人
口
減
か
ら
く
る
人
手

不
足
を
補
う
た
め
に
も
、
効
率
化
は
避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
効
率
だ
け
を
求
め
て
い
た
ら
、
必
ず
行
き
詰
ま
る
時
が
来
る
、

そ
ん
な
風
に
も
思
い
ま
す
。
た
と
え
非
効
率
で
不
合
理
で
あ
っ
て

も
、
耐
え
忍
ぶ
し
な
や
か
さ
を
持
っ
て
い
た
い
で
す
ね
。

住　

職

令
和
七
年
度
役
員
・
世
話
人

住　

職　

米
田　

憲
人

総　

代　

戸
田　

健
司（
大　

冨
）

世
話
人　

木
幡　

和
清（
旭
中
央
）

仝　
　
　

吉
村　

義
正（
北
見
市
）

仝　
　
　

佐
川　

和
則（
旭　

南
）

仝　
　
　

渋
谷　

恒
壱（
秋　

田
）

世
話
人　

工
藤　

良
二（
宮　

下
）

仝　
　
　

佐
藤　

雄
二（
北
見
市
）

仝　
　
　

小
熊　

政
昭（
北
見
市
）

仝　
　
　

荒　

喜
代
隆（
旭　

西
）

仝（
監
査
）荒
木　

正
憲（
旭
一
区
）

仝（
監
査
）尾
関　

昭
夫（
北
見
市
）

８月16日

■  盂蘭盆施食会
　　新亡施食会 午前11時より

　　一般施食会

９月23日（秋分の日）

■  秋 彼 岸 会 午後１時より

３月20日（春分の日）

■  春 彼 岸 会 午後１時より

―――――――――――――

―――――――

―――――――

大雄寺行事予定
令和７年度編

集
後
記

Ｑ　

最
近
、
耳
に
し
ま
す
「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」
と
は
ど
ん
な
意
味

で
し
ょ
う
か
？

Ａ　

グ
リ
ー
フ
（
ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｆ
）
と
は
、
死
別
や
喪
失
に
よ
っ
て

起
こ
る
悲
嘆
や
心
身
の
反
応
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
大
切
な

人
を
失
っ
た
時
、
悲
し
み
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
否
認
、
混
乱
、

怒
り
な
ど
様
々
な
感
情
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
死
別
以
外
に
も
離
別
、
病
気
、
災
害
、
離
職
な
ど
、
喪
失

は
誰
し
も
身
近
に
あ
り
ま
す
。
抱
え
る
グ
リ
ー
フ
は
一
人
ひ

と
り
違
い
、
自
然
な
反
応
で
あ
る
こ
と
、
自
身
や
周
り
の
サ

ポ
ー
ト
す
る
者
が
こ
れ
ら
を
理
解
し
て
寄
り
添
う
こ
と
を
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
と
言
い
ま
す
。

　
　

喪
失
直
後
は
悲
し
み
が
刺
の
よ
う
に
触
れ
る
の
も
辛
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
つ
か
棘
の
形
が
丸
く
な
り
、
悲
し
み
に

優
し
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
時
は
き
っ
と
悲
し
み

が
「
愛
し
み
」
と
し
て
、
故
人
と
の
絆
に
変
わ
っ
て
い
る
、

そ
れ
が
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
目
指
す
所
だ
と
思
い
ま
す
。

ＱＡ

～ 

心
の
た
す
き 

～

　

父
（
三
浦
吉
蔵
）
は
、
平
成
十
五
年
八
月
十
四
日
、
八
十
九
歳

で
逝
去
致
し
ま
し
た
。

　

後
志
の
磯
谷
で
九
人
兄
弟
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
戦
時
中
は

樺
太
に
衛
生
兵
と
し
て
四
年
間
出
征
し
て
お
り
ま
し
た
。
父
の
趣

味
は
釣
り
で
し
た
の
で
、
私
が
小
さ
な
頃
は
よ
く
、
日
曜
日
の
早

朝
に
網
走
の
鱒
浦
海
岸
に
海
釣
り
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
釣
果
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
と
て
も

優
し
か
っ
た
父
と
の
大
切
な
思
い
出
で
す
。

　

孫
の
憲
人
方
丈
が
２
才
の
頃
、
お
も
ち
ゃ
の
刀
で
元
気
よ
く
遊

び
ま
わ
っ
て
い
る
姿
を
ジ
ー
ッ
と
見
て
、「
こ
の
子
は
将
来
、
大

雄
寺
の
後
継
者
に
な
る
」
と
、
は
っ
き
り
言
っ
た
の
が
忘
れ
ら
れ

ま
せ
ん
。
今
は
父
の
申
し
た
通
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

晩
年
は
旭
川
で
居
を
構
え
、
好
き
な
庭
作
り
や
散
歩
な
ど
を
し

て
、
夫
婦
の
ん
び
り
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
札
幌
か
ら
休
み

の
日
は
実
家
の
旭
川
に
行
き
、
父
を
パ
タ
ー
ゴ
ル
フ
や
温
泉
に
連

れ
て
行
き
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。
当
時
は
と
て
も
喜

ん
で
く
れ
た
の
で
、「
少
し
は
親
孝
行
で
き
た
か
な
ぁ
」
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

八
十
七
才
の
時
に
病
気
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
頑
張
っ

て
長
生
き
し
て
く
れ
ま
し
た
。
今
は
「
親
父
さ
ん
、あ
り
が
と
う
」

と
毎
朝
、
御
仏
壇
に
手
を
合
わ
し
て
い
ま
す
。　
　
　

合　

掌

「
父
の
想
い
出
」

三
　
浦
　
諭
　
二

（
宮
下
町
）

事

仏

ＱＡ
＆

知
っ
て
る
つ
も
り
で
も
、
わ
か
ら
な

い
こ
と
が
多
い
仏
教
用
語
・
作
法
も

あ
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
Ｑ
＆
Ａ
の

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
し
た
。

令和７年７月１日〈２〉 第16号


