
 

           

こ
の
度
、
檀
信
徒
の
皆
々
様
に
多
大

な
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
晋
山
結
制
式

及
び
記
念
事
業
へ
の
浄
財
と
し
て
十
二

月
現
在
、
二
千
万
円
を
超
え
る
浄
財
ご

寄
附
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
不

況
の
折
に
も
関
わ
ら
ず
、
温
か
い
お
力

添
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
第
四
号
の
寺
報
で
お

知
ら
せ
致
し
ま
し
た
「
参
道
及
び
駐
車

場
の
整
備
」
を
施
工
す
る
目
途
を
立
て

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
、
地
鎮

祭
を
済
ま
せ
た
後
、
順
次
工
事
に
入
ら

せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

今
回
の
工
事
は
法
幢
院
の
檀
家
で
も

あ
り
ま
す
広
瀬
土
建(

代
表
・
広
瀬
育
夫

様)

に
お
願
い
致
し
ま
し
た
。 

    

 

      

費
用
面
で
は
特
別
な
ご
配
慮
を
い
た

だ
き
ま
し
た
の
で
、
こ
の
場
を
お
借
り

し
て
檀
信
徒
の
皆
様
に
ご
報
告
い
た
し

ま
す
と
共
に
、
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。 

ま
た
、
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
ら
、

皆
様
に
は
ご
不
便
や
ご
迷
惑
を
お
か
け

す
る
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

工
事
が
無
事
完
了
い
た
し
ま
す
ま
で
、

お
付
き
合
い
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

   

本
堂
西
側
に
飾
っ
て
あ
り
ま
す
絵
画

（
大
き
さ
九
五
㎝×

二
一
〇
㎝
）
が
長

年
の
風
化
に
よ
り
、
剥
離
・
色
褪
せ
・

汚
れ
が
目
立
つ
状
況
に
な
っ
て
お
り
ま

し
た
。 

こ
の
度
、
踊
石
中
の
中
村
文
仁
様
の

ご
寄
附
に
よ
り
、
笛
吹
市
の
（
有
）
香

葉
堂
様
に
修
復
を
お
願
い
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。 

                
 

  

北
側
墓
地
と
は
国
道
側
山
門
を
入
り
、

す
ぐ
左
手
の
道
を
上
っ
た
そ
の
左
側
に

広
が
る
墓
地
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
西
側
墓
地
と
は
駐
車
場
を
表

参
道
方
向
に
下
り
、
右
手
下
に
広
が
る

墓
地
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

墓
地
を
契
約
済
み
の
場
所
に
は
、
お

名
前
を
記
し
た
立
て
札
が
立
て
て
あ
り

ま
す
が
、
現
在
そ
れ
が
色
褪
せ
て
し
ま

い
判
り
に
く
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

そ
こ
で
一
度
確
認
の
た
め
、
北
側
墓

地
・
西
側
墓
地
に
墓
地
契
約
の
み
を
さ

れ
て
い
る
方
は
、
墓
参
等
に
お
出
掛
け

の
際
に
住
職
ま
で
お
声
か
け
を
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

      
 
 

 

 

     

（
四
月
ま
で
）
午
前
六
時
か
ら 

 

（
五
月
か
ら
）
午
前
五
時
半
か
ら 

 

坐
禅
会
は
坐
禅
指
導
・
坐
禅
・
読
経
・

朝
粥
の
流
れ
で
お
こ
な
い
、
約
一
時
間

ほ
ど
で
解
散
と
な
り
ま
す
。
初
め
て
の 
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法 

幢 

院 
ご
寄
附
・
ご
協
力
、
誠
に 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

 

北
側
墓
地
・
西
側
墓
地
の 

空
き
墓
地
の
確
認 

絵
画
の
修
復
を
お
こ
な
い
ま
す 

  

絵画の現状と作業風景 

● 

一
般
坐
禅
会
の
ご
案
内 

● 

毎
月
第
三
日
曜
日 

広瀬土建 代表 

広瀬育夫様 

 

方
も
お
気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。 

 

 



 
 

 
 

 
 

  

● 

お
焚
き
上
げ
（
お
た
き
あ
げ
） 

十
二
月
二
十
七
日
（
木
） 

午
前
十
時
か
ら
十
一
時
の
間
に
お
持

ち
下
さ
い
。 

前
庭 

六
地
蔵
前
に
て
読
経 

◎
お
焚
き
上
げ
の
後
、
つ
き
た
て
の

お
餅
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

お
召
し
上
が
り
下
さ
い
。 

古
い
お
札
、
位
牌
（
木
・
紙
）
、
縁
起
物
、 

古
い
お
仏
壇
、
飾
ら
な
く
な
っ
た
雛
人

形
、
塔
婆
な
ど
を
お
持
ち
下
さ
い
。 

※
ご
家
族
お
揃
い
で
お
出
掛
け
下
さ
い
。 

   

● 

除
夜
の
鐘 

 

十
二
月
三
十
一
日
（
月
） 

 

午
後
十
一
時
四
十
五
分
よ
り 

守
矢
、
ダ
ル
マ
等
の
販
売
や
温
か
い
飲

み
物
な
ど
を
ご
用
意
し
て
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。 

ま
た
先
着
一
〇
八
名
様
に
干
支
の
縁
起

物
を
記
念
品
に
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。 

ご
家
族
様
揃
っ
て
、
暖
か
い
服
装
で
年

越
し
の
鐘
突
き
へ
お
出
掛
け
下
さ
い
。 

● 

お
年
始
回
り 

 

一
月
四
日
（
金
）
～
一
月
八
日
（
火
）

に
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

※
喪
中
の
ご
家
庭
に
つ
き
ま
し
て
は
、

お
伺
い
し
ま
せ
ん
が
十
六
日
の
寺
参
り

の
折
に
お
札
等
、
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。 

●
年
始
回
り
予
定
（
法
要
な
ど
の
都

合
で
変
更
に
な
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
） 

 

一
月
四
日
（
金
）
神
金
、
大
藤
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

玉
宮
、
塩
山
方
面 

 
一
月
五
日
（
土
）
県
内
檀
家
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

県
外
檀
家
様 

 

一
月
六
日
（
日
）
～
一
月
八
日
（
火
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

県
外
檀
家
様 

 
 

     

● 

新
年
寺
参
り 

一
月
十
六
日
（
水
） 

 

午
前
十
時
・
午
後
三
時
よ
り 

 

 

本
堂
に
て
読
経
、
書
院
に
て
粗
食
。 

※
御
都
合
に
合
わ
せ
て
、
御
来
山 

下
さ
い
。 

  

年
末
年
始
の
お
知
ら
せ 

 

今
年
は
奉
賛
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

ま
し
た
県
外
の
檀
家
様
へ
の
お
年
始

参
り
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
お
伺
い
す

る
予
定
の
御
宅
へ
は
後
日
、
電
話
に
て

ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。 

 

 


