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向
寒
の
候
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
な
ん
と
か
コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
、
元
気
に
お

過
ご
し
の
こ
と
と
拝
察
し
て
い
ま
す
。 

 

お
寺
と
し
ま
し
て
も
、
葬
儀
や
法
事
で
の
対
策
な

ど
、
大
変
な
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
佛
様
の

ご
加
護
と
檀
信
徒
の
皆
様
の
ご
支
援
の
お
か
げ
で
、

な
ん
と
か
乗
り
越
え
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
す
。
篤

く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

お
寺
で
は
禍
転
じ
て
福
と
な
そ
う
と
、
こ
の
一
年

境
内
整
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
法
事
や
ご
葬

儀
の
会
食
で
利
用
頂
い
て
い
る
龍
蔵
寺
会
館
は
、
ト

イ
レ
の
洋
式
化
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
課
題
で
し
た

が
、
皆
様
の
ご
支
援
を
頂
き
、
無
事
完
成
す
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
法
事
以
外
で
も
金
土
日
は
会
館
を

開
け
て
い
ま
す
の
で
ト
イ
レ
は
ご
利
用
頂
け
ま
す
。 

 

ま
た
こ
の
一
年
、
お
墓
に
関
す
る
相
談
を
多
く
受

け
ま
し
た
。
改
葬
、
墓
じ
ま
い
の
相
談
も
あ
り
ま
し

た
し
、
新
し
く
墓
地
を
お
求
め
に
な
っ
た
方
も
お
ら

れ
ま
す
。
共
通
す
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
に
ご
家
族
ご
先

祖
様
を
大
切
に
思
い
、
供
養
を
真
剣
に
考
え
て
お
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
が
あ
り
悩
み

が
あ
り
ご
相
談
に
来
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
伺
い
な
が

ら
お
寺
と
し
て
で
き
る
事
を
考
え
て
い
ま
す
。
手
始

め
に
後
継
者
の
お
ら
れ
な
い
方
、
墓
じ
ま
い
を
さ
れ

た
い
方
へ
の
納
骨
堂
（
二
十
三
夜
堂
）
の
提
供
を
始

め
ま
し
た
。 

 

今
年
も
十
二
月
二
十
八
日
十
時
か
ら
お
餅
つ
き
を

行
い
ま
す
。
鏡
餅
を
つ
く
り
ま
す
。
参
拝
者
に
も
搗

き
た
て
の
お
餅
を
振
る
舞
い
ま
す
の
で
、
参
拝
つ
い

で
に
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。
お
手
伝
い
も
募
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
除
夜
の
鐘
は
十
二
月
三
十
一
日
の
二

天井画の破損状況 

 

境
内
の
整
備
計
画
と
ご
報
告 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
の
お
声
を
お
聞
き
し
、
境
内
の
改
善
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
施
主
と
し
て
ご
寄
進
さ
れ
た
い
方
は
寺

務
所
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
長
寿
の
報
恩
、
感
謝
、
回

忌
法
要
の
記
念
に
。
そ
れ
ぞ
れ
に
記
銘
し
、
三
〇
万
円
以
上

の
ご
寄
進
は
本
堂
に
も
お
名
前
を
記
し
、
末
永
く
顕
彰
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

十
三
時
開
始
で
す
。
来
年
も
第
一
日
曜
日
の

朝
の
お
念
仏
の
会
を
続
け
ま
す
。 

 

令
和
四
年
が
、
皆
様
に
と
っ
て
よ
い
年
で

あ
り
ま
す
よ
う
に
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 

住
職 

上：除夜の鐘を撞きに来山された方には、干支みく   

   じを差し上げています。来年の干支はトラです。 

右：お鏡をつくって各お堂で供養します。 

   お手伝い頂ける方は、10時にお越しください。 

龍
蔵
寺
会
館
改
修
完
了 

 

檀
信
徒
二
三
七
名
の
ご
寄
進
を
頂
き
、
去

る
十
月
に
改
修
工
事
が
終
了
い
た
し
ま
し

た
。
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

会
館
は
昭
和
六
十
二
年
ご
ろ
に
、
檀
信
徒

の
法
事
や
ご
葬
儀
で
の
待
ち
合
わ
せ
、
会
食

用
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
す
。
五
年
ほ
ど
前

か
ら
は
時
代
に
合
わ
せ
て
椅
子
席
と
し
て
い

ま
す
。
こ
の
改
修
で
は
、
ト
イ
レ
の
更
新
、

車
椅
子
で
も
利
用
で
き
る
洋
式
ト
イ
レ
を
整

備
し
ま
し
た
。
座
敷
に
車
椅
子
で
上
が
れ
る

ス
ロ
ー
プ
も
用
意
し
て
い
ま
す
。
法
事
で
は

こ
ち
ら
に
集
合
く
だ
さ
い
。
会
食
さ
れ
る
場

合
は
、
事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。
複

数
の
仕
出
し
屋
さ
ん
、
お
弁
当
屋
さ
ん
か
ら

選
べ
ま
す
。 

写
真
上 

寄
進
者
の
芳
名
板
。
三
〇
万
円
以
上
御
寄
進

さ
れ
た
方
は
、
本
堂
に
も
芳
名
を
掛
け
て
い
ま
す
。 

写
真
中
右 

数
名
か
ら
四
〇
名
程
度
の
ご
会
食
に
ご
利

用
で
き
ま
す
。
ご
法
事
や
ご
葬
儀
に
ご
利
用
下
さ
い
。 

写
真
中
左
上 

車
椅
子
利
用
者
様
も
ご
利
用
で
き
る
ト

イ
レ
。 

写
真
中
左
下 

手
洗
い
も
綺
麗
に
な
り
ま
し
た
。 

令和3年 施餓鬼会（9月19日） 

お施餓鬼は家族の健康長寿を願う行事です。境内に

向かってお米を撒き、集まった餓鬼に供養します。 

会館内のお座敷（ここは改修しておりません） 
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お
寺
か
ら
の
お
知
ら
せ 

新
規
墓
地
の
お
求
め 

境
内
の
整
理
で
新
し
く
造
成
し
た
墓
地

を
、
ご
希
望
の
檀
信
徒
・
ご
親
戚
に
お
分

け
し
て
い
ま
す
。
志
三
十
万
円
か
ら
。 

納
骨
堂
（
二
十
三
夜
堂
）
の
ご
利
用 

境
内
に
あ
る
二
十
三
夜
堂
を
納
骨
堂
と
し

て
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
現
在
檀
信
徒

で
な
い
方
も
、
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

詳
し
く
は
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
一
柱

十
万
円
。 

お
念
仏
の
会 

テ
ン
プ
ル
モ
ー
ニ
ン
グ 

毎
月
第
一
日
曜
日
、
朝
の
七
時
か
ら
お
念

仏
と
お
掃
除
の
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
月

初
め
の
朝
を
心
清
ら
か
に
始
め
ま
せ
ん

か
。 

一
月
二
日
（
日
）
、
二
月
六
日
（
日
）
、

三
月
六
日
（
日
）
、
四
月
三
日
（
日
） 

五
月
は
お
休
み 

六
月
五
日
（
日
） 

七
月
は
新
盆
法
要
の
た
め
お
休
み 

八
月
七
日
（
日
）
、
九
月
四
日
（
日
） 

十
月
二
日
（
日
） 

十
一
月
六
日
（
日
） 

十
二
月
十
一
日
（
日
） 

行
事
・
法
要 

一
月
一
日 

元
日
会
（
十
時
） 

三
月
十
八
日
～
二
十
四
日 

春
の
お
彼
岸 

五
月
八
日 

誕
仏
会
（
花
祭
り
） 

七
月
三
日 

新
盆
法
要
・
盆
施
餓
鬼
木
札 

 

 
 

 
 

 

開
眼
法
要
（
十
四
時
） 

八
月
一
日
～
九
月
十
五
日 

施
餓
鬼
供 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

養
受
付 

九
月
十
八
日  

施
餓
鬼
法
要
（
十
四
時
） 

九
月
二
十
日
～
二
十
六
日 

秋
の
お
彼
岸 

十
二
月
二
十
九
日 

餅
つ
き
正
月
準
備 

十
二
月
三
十
一
日 

除
夜
会
（
十
一
時
開

始
） 

メ
ル
マ
ガ
の
ご
案
内 

お
寺
か
ら
の
案
内
を
電
子
メ
ー
ル
で
配
信

し
て
い
ま
す
。
龍
蔵
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
登
録
で
き
ま
す
。
ご
家
族
や
後
継
者

へ
の
引
継
ぎ
に
も
お
役
に
立
ち
ま
す
。 

龍
蔵
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

ryu
z
o
ji.jp

 
 

本
寺
報
、
法
事
の
お
申
込
用
紙
、
連
絡
先

の
追
加
登
録
用
紙
な
ど
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

 
 

納骨堂前の香炉 

 

正
念
と
雑
念 

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス 

 

法
事
の
冒
頭
に
は
八
回
鐘
を
打
ち
ま
す
。 

仏
教
の
八
正
道
の
教
え
を
象
徴
し
、
仏
弟
子
が
実
践

す
べ
き
八
つ
の
行
い
を
再
確
認
し
ま
す
。 

 

そ
の
八
正
道
の
一
つ
に
正
念
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

意
味
は
、
心
の
状
態
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
。
こ

の
英
語
が 

M
in

d
fu

ln
ess

（
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
）

で
す
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

集
中
力
を
高
め
る
実
利
的
な
瞑
想
法
と
し
て
、
グ
ー

グ
ル
な
ど
の
Ｉ
Ｔ
企
業
が
注
目
し
て
、
本
も
数
多
く

出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
方

も
多
い
と
思
い
ま
す
。
ア
ッ
プ
ル
の
創
業
者
、
ス

テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
が
禅
や
瞑
想
に
傾
倒
し
て
い

た
の
は
有
名
な
話
で
す
。
近
年
の
流
行
は
、
Ｉ
Ｔ
企

業
に
よ
っ
て
仏
教
の
正
念
（
瞑
想
そ
の
も
の
は
古
今

東
西
、
古
く
か
ら
あ
る
わ
け
で
す
が
）
が
再
認
識
さ

れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。 

 

Ｉ
Ｔ
企
業
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
集
中
力
を
高
め
る

こ
と
が
、
創
造
性
や
効
率
向
上
に
つ
な
が
る
と
評
価

し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
実
は
本
来
の
目
的
は
そ
れ

と
は
真
逆
。
心
の
動
き
を
緩
や
か
に
し
、
細
か
く
分

解
し
て
い
く
こ
と
で
己
を
客
観
視
す
る
と
い
う
作
業

で
す
。
「
生
き
る
」
と
は
何
か
、
「
苦
し
み
」
と
は

な
に
か
、
人
の
生
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
の
修
行

で
す
。
Ｉ
Ｔ
企
業
は
そ
の
成
果
を
売
り
上
げ
増
、
我

欲
の
拡
大
に
使
っ
て
い
る
わ
け
で
、
ち
ょ
っ
と
違
う

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

正
念
の
反
対
が
雑
念
で
す
。
瞑
想
で
は
ま
ず
は
自

分
の
体
の
動
き
を
観
察
し
、
次
の
心
の
動
き
を
観
察

し
ま
す
。
例
え
ば
最
初
は
呼
吸
の
動
き
を
、
ノ
ー
ト

に
書
き
留
め
る
よ
う
に
追
っ
て
い
き
ま
す
。 

吸
っ
て
い
る
、
吸
っ
て
い
る
、
吐
い
て
い
る
、
吐
い

て
い
る
、
吸
っ
て
い
る
、
吸
っ
て
い
る
、
と
い
う
具

合
で
す
。
こ
の
修
行
を
ま
さ
に
ノ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
い

い
ま
す
。
次
第
に
落
ち
着
い
て
く
る
と
、
心
の
動
き

が
よ
く
観
察
で
き
る
よ
う
に
に
な
っ
て
き
ま
す
。
す

る
と
逆
に
、
あ
～
腹
が
減
っ
て
き
た
な
～
、
と
か 

俺

は

何

を

し

て

い

る

ん

だ

ろ

う

～
、
と

か 

ノ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
忘
れ
て
、
様
々
な
思
い
が
浮
か
ん

で
き
ま
す
。
こ
れ
が
雑
念
で
す
。
よ
く
、
雑
念
を
振

り
払
っ
て
！ 

と
い
い
ま
す
が
、
仏
教
で
は
こ
の
雑

念
も
ノ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
る
よ
う
心
が
け
ま
す
。 

自
分
は
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
雑
念
が
浮
か

ん
で
い
る
。
と
ノ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
る
わ
け
で
す
。
す

る
と
次
第
に
ノ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
る
自
分
が
心
を

占
め
る
よ
う
に
な
り
、
雑
念
は
不
思
議
と
払
わ
れ
て

も
と
の
正
念
に
戻
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

 

時
と
し
て
人
は
、
心
を
怒
り
や
妬
み
（
三
毒
と
い

い
ま
す
）
が
埋
め
尽
く
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
時
、
人
は
ま
さ
に
我
を
忘
れ
、
地
獄
に
落
ち

て
い
ま
す
。
正
念
を
思
い
出
し
、
怒
っ
て
い
る
自
分

を
ノ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
る
。
自
分
が
怒
っ
て
い
る
、

怒
っ
て
い
る
、
怒
っ
て
い
る
と
繰
り
返
す
こ
と
で
、

強
力
な
負
の
思
念
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
が
で
き
、

自
分
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
世
界
を
変

え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
自
分
を
変
え
る
こ
と
は
容

易
い
。
お
釈
迦
様
が
発
見
し
た
真
理
で
す
。 

 

そ
し
て
法
然
上
人
は
、
こ
の
正
念
に
至
る
、
誰
に

で
も
で
き
る
修
行
法
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
佛
様
の

名
前
を
称
え
る
お
念
仏
だ
と
発
見
さ
れ
た
の
で
す
。 

（
二
〇
二
一
年
九
月
四
日
） 

四
恩 

 

夏
の
行
事
、
お
盆
の
由
来
に
は
、
イ
ラ
ン
系
の
ソ

グ
ド
人
が
、
死
者
の
霊
魂
を
「
ウ
ル
ヴ
ァ
ン
」
と
呼

桐
で
つ
く
っ
た
花
弁
の
裏
側
に
皆
様
の
願

い
こ
と
を
書
い
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。 

ぶ
こ
と
か
ら
来
た
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
各
家
で

ケ
ヤ
キ
科
の
枝
葉
を
燃
や
し
て
家
を
燻
す
と
、
死
者

の
霊
魂
が
そ
の
香
り
に
の
っ
て
子
孫
の
家
に
帰
っ
て

く
る
と
い
う
祖
霊
祭
が
、
中
国
を
経
て
日
本
に
伝

わ
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

 

イ
ン
ド
に
せ
よ
イ
ラ
ン
に
せ
よ
、
千
年
以
上
も
前

の
行
事
が
、
日
本
に
伝
わ
り
仏
教
の
行
事
と
し
て
続

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
す
が
、
そ
れ
も
父
母

の
恩
と
い
う
普
遍
的
な
愛
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
か

ら
で
し
ょ
う
。 

 

恩
は
様
々
な
経
典
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
「
正

法
念
処
経
」
に
は
、
母
の
恩
・
父
の
恩
・
如
来
の

恩
・
師
匠
の
恩
の
四
恩
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
恩

と
い
う
字
は
、
原
因
の
因
と
い
う
字
の
下
に
心
を
書

き
ま
す
。
因
を
心
に
と
ど
め
る
の
が
恩
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 

逆
境
に
あ
る
人
に
は
、
そ
の
理
由
を
他
人
や
社
会

の
せ
い
に
し
て
、
あ
い
つ
が
悪
い
、
親
が
悪
い
、
社

会
が
悪
い
と
考
え
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し

そ
ん
な
人
で
も
命
が
あ
る
の
は
父
母
の
お
陰
で
す

し
、
そ
こ
に
到
る
に
は
何
人
も
の
先
生
や
師
、
先
輩

の
世
話
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
忘
れ
て
し

ま
っ
て
は
、
ま
さ
に
生
き
な
が
ら
に
し
て
餓
鬼
道
に

落
ち
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
。 

 

人
は
、
一
人
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
自
分
自
身
の
努
力
や
才
能
だ
け
で
、
何

か
を
な
し
得
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
才
能
は
親
か

ら
の
遺
伝
か
た
ま
た
ま
の
偶
然
で
す
。
努
力
と
い
っ

た
っ
て
、
努
力
が
で
き
る
環
境
は
自
分
で
つ
く
っ
た

も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
大
い
に
成
功
を
修
め
た

人
で
も
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
が
父
母
の
恩
や
運
（
如

来
の
恩
）
、
四
恩
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の

計
ら
い
の
影
響
な
ど
微
々
た
る
も
の
で
す
。
そ
う

い
っ
た
中
で
私
達
は
生
き
て
い
る
。
む
し
ろ
そ
う

い
っ
た
力
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。 

（
二
〇
二
一
年
七
月
三
一
日
） 

倶
会
堂
阿
弥
陀
如
来
開
眼
記
念 

祈
願
散
華
の
ご
奉
納
（
百
枚
限
り
） 

 

令
和
四
年
五
月
の
倶
会
堂
阿
弥
陀
如
来
開
眼
法
要

に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
ご
本
尊
様
に
つ

い
て
は
年
内
に
据
え
付
け
作
業
を
行
う
予
定
で
す

が
、
背
後
に
木
製
の
散
華
を
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
、
蓮

の
花
び
ら
を
表
現
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
佛
様

が
現
れ
て
お
説
教
さ
れ
る
と
き
は
、
天
か
ら
蓮
弁
が

降
っ
て
く
る
と
経
典
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

檀
信
徒
の
皆
様
に
願
い
事
を
書
い
て
頂
き
、
奉
納

頂
け
る
と
良
い
ご
縁
ご
供
養
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

健
康
長
寿
・
無
病
息
災
・
厄
災
消
除 

・
合
格
祈

願
・
家
内
安
全
・
先
祖
追
善
な
ど
、
ご
法
事
の
卒
塔

婆
供
養
と
し
て
も
ご
利
用
頂
け
ま
す
。
志
五
千
円
で

す
。 


