
先
月
号
の
続
き 

 ―
―
そ
れ
は
精
神
的
に
こ
た
え
ま
す
ね
。 

 
 

あ
ま
り
に
悔
し
く
て
、
妻
に
も
愚
痴
を
こ
ぼ

し
た
と
こ
ろ
、「
一
番
近
く
に
い
る
地
域
の
人

た
ち
に
愛
さ
れ
な
い
と
ダ
メ
な
ん
じ
ゃ
な
い

の
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
一
言
で
目
が
覚

め
ま
し
た
。
自
分
自
身
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
、
地
道
に
頑
張
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

例
え
ば
、
地
域
で
溝
掃
除
が
行
わ
れ
る
と
す
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
遠
慮
も
あ
る
の
で
し
ょ
う

が
、
こ
れ
ま
で
お
寺
に
は
お
誘
い
す
ら
来
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
は
率
先
し
て
参
加

す
る
よ
う
に
し
て
、
パ
ン
ツ
一
丁
に
な
っ
て
誰

よ
り
も
働
き
ま
し
た
。
お
寺
か
ら
の
お
知
ら
せ

も
、
積
極
的
に
回
覧
板
で
お
伝
え
す
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。
ま
た
、
自
坊
の
清
掃
活
動
な
ど
も
、

そ
れ
ま
で
は
寺
族
だ
け
で
行
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
あ
え
て
檀
信
徒
や
地
域
の
方
々
に
手
伝

っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。
お
寺
と
地

域
の
間
に
あ
る
壁
を
取
り
払
い
、
皆
さ
ん
に

「
お
ら
が
寺
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら
い

た
い
と
の
考
え
か
ら
、
地
域
と
の
接
点
を
自
ら

作
っ
て
、
地
道
に
信
頼
を
得
よ
う
と
思
っ
た
の

で
す
。
さ
ら
に
日
蓮
宗
と
い
え
ば
、
行
脚
と
い

う
武
器
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
平
成
十
三
年
か
ら

毎
月
二
十
八
日
に
唱
題
行
脚
を
継
続
し
て
行

っ
て
い
ま
す
。
参
加
者
は
檀
信
徒
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
私
の
活
動
に
理
解
を
示
し
て
く
れ
る

一
般
の
団
体
や
個
人
の
方
々
等
も
参
加
し
ま

す
。
活
動
は
十
七
年
に
及
び
ま
す
が
、
参
加
者

は
優
に
千
人
を
超
え
ま
す
。
テ
レ
ビ
に
も
取
り 

上
げ
ら
れ
て
、
完
全
に
地
域
の
恒
例
行
事
に
な 

っ
て
い
ま
す
ね
。
ほ
か
に
も
青
少
年
育
成
に
向 

け
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
に
も
力
を
注
い
で
い
ま
す
。 

 

 

―
―
平
成
十
九
年
か
ら
は
冬
至
の
日
に
水
行
を 

行
う
「
冬
至
水
行
祭
」
も
開
催
し
て
い
ま
す
ね
。 

 

日
蓮
聖
人
は
「
教
主
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
は
、

人
の
振
る
舞
い
に
て
候
い
け
る
ぞ
」
と
述
べ
ら 

れ
て
い
ま
す
。
釈
尊
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き 

た
の
は
、
人
の
振
る
舞
い
を
正
す
た
め
だ
と
い 

う
教
え
で
す
。
釈
尊
や
日
蓮
聖
人
の
末
弟
で
あ 

る
私
も
、
そ
の
教
え
を
実
践
し
よ
う
と
、
平
成 

二
十
年
か
ら
始
め
た
の
が
こ
の
水
行
祭
で
す
。 

皆
さ
ん
の
振
る
舞
い
を
た
だ
す
契
機
と
な
る
よ 

う
、
日
本
の
神
代
に
端
を
発
し
た
「
み
そ
ぎ
」 

を
一
人
で
も
多
く
の
人
に
実
践
し
て
も
ら
い
た 

い
、
一
年
の
節
目
に
心
の
垢
を
洗
い
落
と
し
て 

も
ら
い
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
近
年
は
「
水
行 

体
験
」「
プ
チ
修
行
」
と
銘
打
っ
て
、
こ
う
し
た 

活
動
を
行
う
お
寺
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
真
成 

寺
で
も
、
当
初
は
参
加
者
を
増
や
し
た
い
と
、 

「
水
行
体
験
」
を
う
た
っ
て
い
た
時
期
も
あ
り 

ま
す
が
、
本
来
「
修
行
」
に
「
体
験
」
な
ん
て 

も
の
は
な
い
。「
修
行
」
は
「
修
行
」
だ
と
思
い 

至
り
、
ブ
レ
な
い
心
の
中
心
軸
、
床
柱
を
シ
ッ 

カ
リ
と
立
て
、「
水
行
体
験
」
か
ら
「
本
格
的
な 

修
行
」
と
い
う
位
置
づ
け
に
方
針
を
変
え
ま
し 

た
。
一
つ
一
つ
の
所
作
も
正
式
な
や
り
方
に
の 

っ
と
っ
て
行
い
ま
す
。
ま
た
、「
遊
び
で
は
あ
り 

ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
意
味
で
、
書
面
で
同
意
書 

も
と
り
ま
す
し
、
水
行
を
行
う
直
前
に
も
、
口 

頭
で
確
認
も
行
い
ま
す
。
そ
う
し
た
本
格
修
行 

の
方
式
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
、
一
度
参 

加
す
る
と
や
み
つ
き
に
な
る
方
も
多
く
、
ほ
と 

ん
ど
の
方
が
毎
年
参
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま 

し
た
第
一
回
の
参
加
者
は
た
っ
た
の
十
六
名
で 

し
た
が
、
十
回
を
迎
え
た
昨
年
は
全
国
か
ら
二
百

五
十
名
を
超
え
る
方
々
が
参
加
さ
れ
る
一
大
行
事

に
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

―
昨
年
は
開
創
五
百
年
の
大
き
な
節
目
に
あ
た
り

ま
し
た
ね
。
四
日
間
に
わ
た
っ
て
記
念
の
行
事
（
開

創
五
百
年
祭
）
を
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
と
お
聞
き

し
て
い
ま
す
。 

こ
の
五
百
年
祭
に
関
し
て
は
、
実
行
委
員
会
も

つ
く
り
、
お
檀
家
さ
ん
や
ス
タ
ッ
フ
な
ど
と
か
な

り
時
間
を
か
け
て
準
備
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
芋

づ
る
式
に
仲
間
が
増
え
て
い
っ
て
、
多
く
の
方
の

ご
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
四

日
間
で
千
五
百
人
も
の
方
々
に
来
寺
い
た
だ
き
、

五
百
年
の
重
み
を
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
共
有
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
の
と
き
ほ
ど
、
お
寺
や

お
坊
さ
ん
と
し
て
の
可
能
性
を
感
じ
た
と
き
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

―
今
後
の
展
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

世
の
中
に
老
舗
と
呼
ば
れ
る
会
社
や
店
舗
な
ど

も
多
数
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
老
舗
は
、
昔
な

が
ら
の
伝
統
を
た
だ
受
け
継
い
で
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
時
代
に
合
わ
せ
て
新
し

い
こ
と
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、

新
し
い
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
移

り
ゆ
く
時
代
の
中
で
も
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
お
寺
も
日
蓮
宗
の
教
え

と
い
う
普
遍
的
な
も
の
は
し
っ
か
り
と
守
っ
て
い

き
な
が
ら
、
檀
信
徒
や
地
域
の
皆
さ
ん
に
対
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
は
、
時
代
に
応
じ
て
変
え
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
私

自
身
は
ど
う
い
う
お
寺
を
目
指
し
て
い
く
か
。
よ

く
「
葬
式
仏
教
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。 

私
は
あ
の
言
い
方
に
不
快
感
を
感
じ
ま
す
。
も
ち 

ろ
ん
、
葬
式
や
祈
り
は
人
間
と
し
て
最
も
尊
い
こ 

と
の
一
つ
で
す
が
、
〝
お
寺
は
そ
れ
し
か
で
き
な 

 

 

い
〟
と
い
う
世
間
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
れ 

を
覆
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
が 

理
想
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の
が
「
慈
し
み
、
笑 

み
、
和
み
」
の
あ
る
お
寺
。
慈
悲
の
気
持
ち
を 

も
っ
て
、
葬
式
・
法
要
に
も
魂
を
込
め
る
し
、 

社
会
貢
献
に
も
尽
力
す
る
。
そ
し
て
、
お
寺
に 

集
ま
っ
た
人
た
ち
が
自
然
と
笑
み
を
浮
か
べ
、 

気
持
ち
が
安
ら
ぎ
和
む
よ
う
な
取
り
組
み
も
充 

実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
日
本 

人
の
心
も
伝
え
て
い
き
た
い
。
そ
れ
が
次
の
五 

百
年
を
迎
え
る
た
め
の
基
盤
に
な
る
と
考
え
ま 

す
。
花
祭
り
な
ど
仏
教
行
事
の
掘
り
起
こ
し
を 

は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
活
動
に
も
率
先
し 

て
参
加
し
、
地
域
に
根
差
し
た
お
寺
、
人
の
人 

生
に
寄
り
添
え
る
僧
侶
と
し
て
の
役
割
を
担
え 

る
存
在
に
な
り
た
い
。
こ
れ
か
ら
も
、
人
の
振 

る
舞
い
を
正
す
と
い
う
、
私
た
ち
の
使
命
を
全 

う
し
な
が
ら
、
時
代
環
境
に
合
わ
せ
た
寺
院
運 

営
を
寺
族
と
と
も
に
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え 

て
い
ま
す
。 

 

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第５回《おてらく》開催のご案内  

～ お 気 楽 演 芸 会 ～ 

 

▼開催日時：平成３０年１１月３日(祝) 

▼開演：午後１時００分 

（※開場は開演の３０分前） 

▼入場料：無 料 

▼ 出 演 ：川中奈丸・安野家仁楽斎 

※１１月は「ばららくご」メンバー２名が登高座されます。 

 みんなで落語を楽しんで大笑いしましょう／(^o^)＼ 

 どうぞ、お気軽に、お楽しみに下さい  

▼ 会 場 ：真成寺 本堂 

★★入場無料！どなたでもお気軽に遊びにおいで下さい★★ 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

“地域の皆様が、気楽に集える場をつくりたい” 

というのが一番の目的 

笑み 和み ホッとする楽しい ひと時 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

お て ら く 

▼『おてらく』とは？ 

 「お寺」で「らく（楽しむ）」という名称です。 

▼何があるの？  

 富山県社会人落語集団「ばららくご」のメンバーによる落語が行われます。 

▼「ばららくご」とは 

 FMラジオのパーソナリティーを務めているマッキーこと、牧内直哉さんも所属している、 

 落語を愛する愛好家で結成され、富山県内各地で活躍している《社会人落語家集団》の皆さんです。 

 

 

 

開催告知及び 参加者募集 

***************************************** 

  第11 回 冬至水行祭・ほしまつり  

  

********************************************** 

  ▼開催日時 平成30 年12 月16 日(日) 

 ・＜特別企画＞寅一刻之部 水行開始3:00 

 ・早朝の部：水行開始 6:30 

 ・午前の部：水行開始10:00 

 ・日中の部：水行開始14:00 / 冬至読誦会15:00 

 ・夜間の部：読誦会19:00 / 水行開始19:30  

 ▼場所：玉蓮山真成寺（富山県魚津市真成寺町4-6）

************************************************** 

 

 

 


