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報
恩
感
謝

ま
ず
は
、
今
式
を
行
う
に
あ
た
り
何
度
も

会
議
を
し
、
事
前
よ
り
準
備
を
頂
い
た
護
持

会
総
代
役
員
の
皆
さ
ん
、
様
々
な
役
を
快
く

お
受
け
頂
い
た
皆
さ
ん
、
日
本
一
の
法
住
寺

檀
信
徒
・
十
二
日
講
・
白
龍
會
・
縁
者
の
皆

さ
ん
、
影
日
向
に
お
力
添
え
下
さ
っ
た
皆
さ

ん
、
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
誠
に
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
蔭
さ
ま
で
当
日
は
山
内
に
笑
顔
溢
れ
る
継

承
式
を
厳
修
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

皆
さ
ん
の
お
寺

白
巖
山

法
住
寺

法
住
寺
は
平
安
時
代
中
期
天
台
宗
・
法
樹

寺
と
し
て
草
創
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
永
正

元
年
一
五
〇
四
年
、
玄
龍
院
日
圓
聖
人
に
よ

り
て
日
蓮
宗
に
改
宗
、
白
巖
山
・
法
住
寺
と

な
り
ま
す
。
栄
枯
盛
衰
、
三
度
の
大
火
に
も

遭
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
五
百
十
九
年

の
長
き
に
亘
り
三
十
五
人
の
歴
代
住
職
の
情

熱
と
、
檀
信
徒
の
ご
先
祖
さ
ま
、
そ
し
て
今

を
支
え
て
下
さ
る
皆
さ
ん

の
思
い
、
お
題
目
が
脈
々

と
流
れ
続
く
お
寺
で
す
。

新
住
職
寺
族
紹
介

第
三
十
五
世

境
行
院
日
洋

瓜
島
信
行
上
人

よ
り
法
燈
を
継
承
致
し
ま
し
た

第
三
十
六
世

境
洋
院
日
明

瓜
島
洋
明
で
す
。

ま
ず
は
寺
族
紹
介
を
致
し
ま
す

前
住
職
は
院
首
【
い
ん
じ
ゅ
】
と
な
り
ま

し
た
。
昌
子
寺
庭
も
院
首
婦
人
と
な
り
ま
す
。

最
近
「
前
住
職
の
信
行
上
人
を
何
て
呼
ん
だ

ら
い
い
？
」
と
聞
か
れ
ま
す
が
、
ど
う
ぞ

「
院
首
【
い
ん
じ
ゅ
】
さ
ん
」
と
呼
ん
で
下

さ
い
。
私
は
、
今
ま
で
通
り
呼
ん
で
頂
け
る

と
嬉
し
い
で
す
。

今
後
と
も
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

院
首
夫
妻
（
い
ん
じ
ゅ
）

信
行
上
人
・
昌
子
寺
庭

新
住
職
寺
族

住
職
洋
明
・
幸
代
寺
庭

長
男
大
洋
・
長
女
采
海

皆
さ
ん
は
身
内

法
住
寺
で
は
三
〇
年
ぶ
り
の
住
職
交
代
の

法
燈
継
承
式
で
し
た
。

式
に
あ
た
っ
て
、
最
初
に
檀
信
徒
の
皆
さ
ん

に
お
願
い
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
「
法
住
寺
の

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
は
身
内
で
す
。
本
来
は
皆

さ
ん
を
お
客
さ
ん
と
し
て
お
迎
え
し
た
い
の

で
す
が
、
今
回
は
沢
山
の
お
上
人
が
各
山
を

代
表
し
て
私
た
ち
の
御
本
尊
さ
ま
に
御
題
目

を
唱
え
に
来
て
下
さ
る
。
ど
う
ぞ
一
緒
に
お

迎
え
下
さ
い
」
と
の
お
願
い
で
し
た
。
こ
の

思
い
を
ご
理
解
頂
き
ま
し
た
こ
と
深
く
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。

身
延
山
で
の
住
職
認
証
式

総
代
役
員
さ
ん
と
共
に



頂
い
た
功
徳
は
振
り
返
っ
て
皆
さ
ん
に

お
渡
し
し
、
使
わ
せ
て
頂
い
た

そ
の
功
徳
は
お
返
し
し
ま
す

式
中
の
奉
告
文
で
は
、
お
寺
の
縁
起
と
信

行
上
人
・
昌
子
寺
庭
が
皆
さ
ん
と
歩
ん
で
き

た
歴
史
を
申
し
上
げ
た
後
、
次
の
事
を
仏
天

に
誓
い
申
し
上
げ
ま
し
た
。

十
年
前
、
年
末
水
行

の
際
に
写
真
に
御
姿

を
現
し
て
下
さ
っ
た

龍
神
さ
ま
に
教
え
て

頂
い
た
こ
と
。

そ
れ
は
『
こ
の
法
住

寺
に
は
歴
代
上
人
と

檀
信
徒
の
ご
先
祖
さ

ま
、
今
を
支
え
て
下

さ
る
皆
さ
ん
の
情
熱
と
、
お
題
目
を
唱
え
積

ん
で
来
て
下
さ
っ
た
沢
山
の
功
徳
の
蓄
積
が

あ
る
と
い
こ
と
。
今
思
う
よ
う
に
出
来
る
の

は
、
そ
の
功
徳
を
頂
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
』
と
教
わ
り
ま
し
た
。
「
頂
い
た
功
徳
は

振
り
返
っ
て
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
に
お
渡
し
し
、

使
わ
せ
て
頂
い
た
功
徳
は
、

皆
さ
ん
と
、
次
の
代
、
そ

の
ま
た
次
の
代
に
使
っ
て

頂
け
る
よ
う
お
返
し
し
ま

す
。
だ
か
ら
そ
の
功
徳
と

御
守
護
を
十
分
に
頂
戴
さ

せ
て
下
さ
い
」
と
。

毎
年
一
期
一
会
の
七
面
山
登
詣
【
皆
さ
ん
を

七
面
山
に
お
連
れ
し
隊
】
白
龍
會
万
灯
講
・

毎
年
五
月
に
檀
信
徒
有
志
と
行
う
日
蓮
聖
人

所
縁
の
伊
東
～
法
住
寺
ま
で
の
約
三
十
五
㌔

の
お
題
目
行
脚
に
、
毎
月
の
月
初
め
行
脚
。

沢
山
の
方
に
「
お
詣
り
し
て
よ
か
っ
た
」
と

思
っ
て
頂
け
る
よ
う
に
、
日
々
仏
天
に
ご
給

仕
し
、
ま
た
精
進
と
行
を
重
ね
、
そ
の
頂
い

た
功
徳
を
お
返
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

私
自
身
、
何
か
特
別
な
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん

が
、
皆
さ
ん
と
共
に
肩
を
並
べ
、
同
じ
方
向

を
向
い
て
祈
る
こ
と
は
出
来
ま
す
。

こ
の
法
住
寺
が
皆
さ
ん
の
心
の
拠
り
所
と
な

る
よ
う
に
日
々
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

年末水行の際に御姿を現して下さった
龍神様

日
本
一
の
檀
信
徒
と
共
に

そ
れ
は
そ
れ
は
嬉
し
か
っ
た

私
は
こ
の
法
住
寺
が
大
好
き
で
す
。
今
日

ま
で
皆
さ
ん
と
、
皆
さ
ん
の
ご
先
祖
さ
ま
に

育
て
て
頂
き
ま
し
た
。
院
首
の
信
行
上
人
は

よ
く
「
う
ち
の
檀
信
徒
は
日
本
一
だ
」
と
言

い
ま
す
。
他
の
お
寺
さ
ん
が
、
こ
の
寺
報
を

読
ん
だ
ら
怒
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
私
も
胸
を
張
っ
て
「
皆
さ
ん
は
日
本

一
の
檀
信
徒
！
」
と
、
そ
し
て
そ
ん
な
皆
さ

ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
誇
ら
し
く
思
う

の
で
す
。
皆
さ
ん
は
私
の
自
慢
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
法
住
寺
の
住
職
と
し
て
最
初

に
山
門
を
く
ぐ
る
時
、
そ
の
『
は
じ
め
の
一

歩
』
を
日
本
一
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
と
、
皆

さ
ん
の
ご
先
祖
さ
ま
と
一
緒
に
、
共
に
肩
を

並
べ
、
同
じ
方
向
を
向
い
て
入
り
た
か
っ
た

の
で
す
。

肌
寒
い
中
、
皆
さ
ん
が
共
に
歩
ん
で
下
さ
っ

た
こ
と
、
ま
た
諸
役
で
行
列
に
加
わ
れ
な
く

と
も
各
所
で
御
尽
力
頂
け
た
こ
と
、
当
日
参

加
出
来
ず
と
も
思
い
を
寄
せ
て
頂
い
た
こ
と

が
何
よ
り
も
嬉
し
く
、
心
強
か
っ
た
の
で
す
。



笑
顔
の
お
詣
り
の

お
寺
を
目
指
し
て

お
釈
迦
さ
ま
は
一
夜
賢
者
の
偈
と
い
う
教

え
で
「
過
去
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
い
よ
う
に

ね
。
昔
は
奇
麗
だ
っ
た
と
か
、
昔
は
あ
ん
な

こ
と
こ
ん
な
こ
と
も
出
来
た
と
言
う
い
の
は

執
着
だ
よ
。
か
と
い
っ
て
、
ま
だ
起
こ
っ
て

も
い
な
い
未
来
に
は
、
絶
望
も
不
安
も
い
ら

な
い
の
だ
よ
。
そ
れ
は
、
ま
だ
起
こ
っ
て
な

い
の
だ
か
ら
ね
」
と
説
か
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
「
過
去
・
未
来
で
は
な
く
今
が
大
事
。

迷
っ
た
り
、
不
安
に
な
っ
た
時
こ
そ
、
今
の

目
の
前
の
こ
と
を
よ
く
観
察
し
、
丁
寧
に
や

り
な
さ
い
。
先
の
事
ば
か
り
考
え
ず
、
目
の

前
の
こ
と
を
丁
寧
に
や
り
な
さ
い
。
そ
れ
が

今
を
生
き
る
【
智
慧
】
と
い
う
悟
り
に
な
る

の
だ
よ
」
と
説
か
れ
ま
し
た
。

法
住
寺
で
は
お
葬
儀
・
法
事
・
ご
供
養
の
お

経
も
あ
り
ま
す
が
、
今
を
一
生
懸
命
に
生
き

て
い
る
か
ら
こ
そ
の
相
談
事
、
御
祈
祷
も

日
々
あ
り
ま
す
。

悩
み
、
苦
し
み
、
迷
い
、
時
に
泣
き
な
が
ら

お
詣
り
さ
れ
る
方
が
、
何
度
も
お
詣
り
し
て

い
る
内
に
、
い
つ
の
日
か
笑
顔
で
お
詣
り
し

て
下
さ
る
よ
う
。
時
に
「
主
役
は
自
分
」
と

人
生
の
舞
台
を
笑
顔
で
過
ご
す
こ
と
の
出
来

る
よ
う
。
真
っ
す
ぐ
に
、
そ
の
お
も
い
と
祈

り
を
お
届
け
る
こ
と
が
出
来
る
お
寺
を
目
指

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

信行住職・昌子寺庭婦人
住職・住職婦人としての

最後の祈願会お疲れ様でした

身延山での住職認証式

継承式前の本堂内陣 旧本堂の礎石と紅白の花



親子固めの盃

総代さんと護持会長ご家族と

入寺行列のお迎え

皆さんと共に入った山門

伊東一衛護持会長宅での親元の儀

親元の儀祝杯

白龍會・檀信徒の皆さん
入寺行列のお迎え

親元の儀の諸役上人と



纏と共に

入寺行列

勇敢な纏

皆で出発

白龍會 纏の先頭で

山門前での万灯

皆と共に

山門まえでの万灯



入寺行列のお迎え

本堂へ続く階段を

白龍會・檀信徒の皆さん
入寺行列のお迎え

日本一の檀信徒の皆さんと共に

皆共に

皆さんありがとうございます

皆で本堂へ

江戸時代からの石段を



皆さんと共に合掌 信行住職30年間の節目

本堂へ到着 新住職と皆さんを待つ信行住職

堂内を清める沙水

式衆入堂

堂内を清める散華

開式の半鐘



沢山の皆さんに見守られて

住職と共に歩んでこられた
護持会前総代役員のみなさん

来賓の皆さん

見守る寺族

感謝のご回向

御本尊さま・仏天・歴代上人
檀信徒のご先祖さまへの報恩感謝

新住職として

信行住職より新住職へ払子を継承



沢山の皆さんに見守られて

伊東護持会長からの謝辞

住職となって最初の
七面山登詣の御来光

記念写真

奉告文言上

笑顔沢山

白龍會の練習風景

共に歩んできた纏衆



入
寺
で
申
し
上
げ
た
奉
告
文
（
原
文
）

伏
し
て
惟
み
る
に
當
山
は
平
安
時
代
中
期
天
台

宗
「
法
樹
寺
」
と
し
て
草
創
。
そ
の
後
、
永
正
元

年
一
五
〇
四
年
、
玄
龍
院
日
圓
聖
人
に
よ
り
て
改

宗
白
巖
山

法
住
寺
と
号
す
。
以
来

栄
枯
盛
衰

三
度
の
大
火
に
遭
う
と
云
え
ど
も
五
百
十
九
年
の

長
き
に
亘
り
三
十
五
人
の
歴
代
上
人
が
檀
信
徒
と

共
に
情
熱
を
持
ち
て
、
お
題
目
を
唱
え
、
そ
の
法

燈
を
脈
々
と
繋
い
で
下
さ
っ
て
き
た
當
山
な
り

第
三
十
五
世
境
行
院
日
洋

瓜
島
信
行
上
人
は

平
成
五
年
よ
り
本
日
に
至
る
ま
で
三
〇
年
間
、

様
々
な
る
境
内
・
内
外
の
整
備
・
伊
豆
法
難
七
五

〇
年
の
砌
に
は
寿
量
の
杜
草
創
・
寿
量
の
塔
建
立

殊
に
平
成
十
七
年
に
は
檀
信
徒
の
甚
大
な
る
尽
力

の
元
「
私
た
ち
の
本
堂
を
」
と
異
体
同
心
に
て
平

成
本
堂
建
立
の
大
事
業
を
円
成
す
。

日
々
に
お
い
て
は
、
大
自
然
は
法
華
経
と
の
信

念
に
て
法
務
の
合
間
を
縫
っ
て
は
、
チ
ェ
ン
ソ
ー

草
刈
り
機
を
持
ち
、
鎌
に
鉈
を
腰
に
携
え
、
こ
の

お
山
を
法
華
経
の
山
に
、
法
住
寺
を
野
の
花
の
寺

に
と
、
五
〇
〇
本
を
優
に
超
え
る
植
樹
、
檀
信

徒
・
寺
庭
・
昌
子
と
共
に
境
内
を
整
備
・
御
給
仕

す
る
も
の
な
り

殊
更
に
信
行
上
人
「
い
き
た
法
華
経
」
を
テ
ー

マ
に
檀
信
徒
に
誠
実
に
向
き
合
い
て
の
法
華
経
広

宣
流
布
。
開
か
れ
た
お
寺
を
目
指
し
て
は
檀
信
徒

に
ま
ず
は
お
寺
の
事
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
寺
報

「
は
く
が
ん
さ
ん
」
を
年
四
回
発
行
こ
の
春
の
最

終
号
は
百
二
十
五
回
に
至
る
。
寺
庭
昌
子
と
共
に

お
寺
に
い
ら
し
た
方
に
寂
し
い
思
い
を
さ
せ
な
い

よ
う
に
と
笑
顔
と
い
う
御
題
目
と
、
時
に
言
葉
以

上
に
教
え
て
く
れ
る
野
の
花
を
活
け
て
は
檀
信
徒

を
お
迎
え
し
寺
檀
和
融
に
て
教
化
・
伽
藍
相
続
す

る
こ
と
此
れ
當
に
中
興
の
偉
業
な
り

此
の
度
信
行
上
人
、
物
事
は
引
き
際
が
大
切
と
の

思
い
今
こ
こ
に
表
し
、
図
ら
ず
も
不
肖
・
沙
門
洋

明
、
干
与
人
・
総
代
・
護
持
会
の
推
挙
を
得
、
法

縁
・
有
縁
各
聖
の
御
臨
席
、
多
く
を
学
ば
せ
て
頂

き
御
指
導
を
頂
戴
す
る
各
聖
の
御
助
力
、
檀
信
徒

の
御
尽
力
と
御
参
列
を
戴
き
、
大
曼
荼
羅
御
本

尊
・
諸
尊
・
諸
菩
薩
・
諸
天
善
神
・
我
祖
日
蓮
大

聖
人
・
法
住
寺
歴
世
代
々
各
上
人
、
更
に
は
檀
信

徒
各
家
先
祖
代
々
之
霊
位
の
御
前
に
於
い
て
、
第

三
十
六
世
の
法
燈
を
継
承
す
る
こ
と
は
法
悦
感
謝

極
ま
り
な
し

茲
に
法
燈
継
承
を
頂
戴
す
る
に
あ
た
り
て
仏
天

に
御
報
告
し
た
き
こ
と
と
、
そ
の
思
い
あ
り
。
今

か
ら
十
年
前
、
檀
信
徒
と
年
末
に
水
行
を
し
て
い

た
際
の
写
真
を
頂
戴
す
。
そ
の
写
真
に
は
、
は
っ

き
り
と
竜
神
様
が
御
姿
を
御
現
し
に
な
ら
れ
る
。

沙
門
、
凡
夫
に
て
浅
学
菲
才
、
何
故
に
そ
の
御
姿

を
御
現
し
に
な
ら
れ
た
の
か
分
か
ら
ぬ
が
故
に
、

そ
の
写
真
を
御
宝
前
に
安
置
し
日
々
読
誦
す

そ
の
ち
ょ
う
ど
一
週
間
後
に
三
島
市
玉
澤
・
覚
林

院
・
木
内
桓
光
上
人
に
御
会
い
す
る
こ
と
あ
り
。

上
人
会
う
な
り
直
ぐ
に
あ
る
話
を
し
て
下
さ
る
。

「
お
寺
に
は
歴
代
上
人
と
、
そ
の
時
代
そ
の
時

代
を
支
え
て
下
さ
っ
た
檀
信
徒
の
情
熱
と
、
思
い

を
持
っ
て
唱
え
て
き
た
御
題
目
の
功
徳
の
蓄
積
が

あ
る
。
今
、
自
ら
思
う
よ
う
に
さ
せ
て
頂
け
る
こ

と
は
、
そ
の
功
徳
を
頂
戴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

よ
っ
て
頂
戴
し
使
わ
せ
て
頂
い
た
功
徳
は
日
々
の

御
給
仕
・
唱
題
・
読
誦
・
法
華
経
布
教
に
て
御
返

し
す
る
こ
と
第
一
な
り
」
と
。
更
に
は
「
そ
の
こ

と
を
誰
よ
り
も
仏
天
が
見
て
下
さ
っ
て
い
る
」
と
。

桓
光
上
人
ま
さ
に
変
化
の
上
人
と
な
り
沙
門
某
、

竜
神
様
の
御
姿
を
拝
す
意
味
を
感
得
す
。.

今
こ
こ
に
改
め
て
開
山
上
人
以
来
歴
代
の
各
上

人
、
檀
信
徒
各
家
の
御
先
祖
様
の
霊
位
、
法
住
寺

有
縁
の
霊
位
、
信
行
上
人
と
檀
信
徒
の
皆
様
が
、

本
日
に
至
る
ま
で
積
ん
で
下
さ
っ
た
功
徳
と
そ
の

恩
に
感
謝
を
申
し
上
げ
奉
る
。

此
れ
よ
り
日
蓮
大
聖
人
種
々
御
振
舞
御
書

「
各
々
我
が
弟
子
と
な
ら
ん
人
々
は

一
人
も
お

く
し

お
も
わ
る
べ
か
ら
ず

各
々
思
い
切
り
給

へ
」
の
如
く
、
情
熱
を
持
ち
て
今
集
う
檀
信
徒
と

こ
れ
か
ら
縁
結
び
て
御
題
目
を
共
に
唱
え
る
縁
者

と
、
法
華
経
の
山
を
、
法
華
経
の
道
・
御
題
目
の

光
明
に
照
ら
さ
れ
た
そ
の
道
を
歩
み
た
く
、
何
よ

り
、
こ
の
法
住
寺
が
、
皆
の
心
の
拠
り
処
と
な
り
、

今
を
生
き
る
皆
さ
ん
の
笑
顔
の
お
参
り
あ
る
お
寺

と
致
し
た
く
、
沙
門
洋
明
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
と

肩
を
並
べ
、
同
じ
方
向
を
向
き
て
祈
っ
て
ゆ
く
こ

と
を
茲
に
誓
い
奉
る
。

更
に
頂
い
た
功
徳
と
御
力
は
、
当
山
と
仏
天
・

御
先
祖
様
・
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
が
益
々
輝
く
よ
う
、

皆
が
よ
く
な
り
ま
す
よ
う
に
と
祈
り
、
そ
の
恩
に

報
い
ん
が
為
、
日
々
精
進
し
御
返
し
す
る
こ
と
を

こ
と
を
誓
う
も
の
な
り
。

大
曼
荼
羅
勧
請
の
諸
尊
・
諸
菩
薩
・
諸
天
善
神
・

歴
代
各
上
人
、
哀
愍
加
被
の
御
手
を
垂
れ
檀
信
徒

と
共
に
異
体
同
心
に
し
て

沙
門
洋
明
を
御
指
導
・

御
守
護
な
ら
し
め
給
わ
ん

こ
と
を

南
無
妙
法
蓮
華
経

維
時

令
和
五
年
四
月
二
十
二
日

白
巖
山
法
住
寺
第
三
十
六
世

      

境
洋
院
日
明

恐
々
謹
言
敬
白



 

毎
月
の
月
初
め
行
脚

毎
月
一
日
の
早
朝
に
一
ヵ
月
の
守
護
守
り

【
月
守
り
】
の
開
眼
を
し
ま
す
。
そ
こ
で
は

沢
山
の
お
経
を
お
上
げ
し
ま
す
。
そ
の
お
経

の
功
徳
を
皆
さ
ん
に
お
届
け
し
よ
う
と
思
い

月
初
め
行
脚
を
始
め
ま
し
た
。

使
わ
せ
て
頂
い
た
功
徳
の
お
返
し
で
す
。

仕
事
で
時
間
が
！
年
を
重
ね
て
足
が
！

等
々
、
○
〇
で
お
寺
に
行
け
な
い
！

と
皆
さ
ん
色
々
お
あ
り
で
し
ょ
う
。

な
ら
ば
こ
ち
ら
か
ら
行
き
ま
す
！

皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
功
徳
と
気
を
元
に
戻
す

（
元
気
）
お
題
目
を
お
届
け
し
ま
す
。

＊
八
月
（
お
盆
）
一
月
（
お
正
月
）
の
際
は
前
も
っ

て
、
雨
天
の
際
は
日
を
改
め
て
行
脚
致
し
ま
す
。

寺
子
屋
道
場
開
催

八
月
七
日
（
月
）

午
前
九
時
～
午
後
五
時
ま
で

コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
し
て
お
り
ま
し
た
寺
子
屋
を
日

帰
り
で
開
催
し
ま
す
。
恒
例
の
ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ

ン
グ
も
行
い
ま
す
。
定
員
は
二
〇
名
に
な
り
ま
す
。

参
加
希
望
の
方
は
、
別
紙
の
申
込
書
に
て
早
め
に

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

＊
定
員
に
な
り
次
第締

め
切
ら
せ
て
頂
き
ま
す

月
守
り

私
た
ち
の
両
肩
に
は
、
俱
生
霊
神

『
健
康
を
司
る
同
生
天
・
経
済
・

財
を
司
る
同
明
名
天
』
が
母
の
お
腹

に
命
を
宿
し
た
時
か
ら
御
守
護
下
さ
っ
て
ま
す
。

月
守
り
と
は
、
毎
月
交
換
す
る
俱
生
霊
神
の
お
守

り
で
す
。
お
一
人
お
一
人
俱
生
霊
神
が
そ
れ
ぞ
れ

違
う
た
め
個
々
の
お
守
り
を
作
っ
て
ま
す
。
毎
月

の
祈
願
会
や
月
詣
り
で
交
換
す
る
の
で
す
が
、
来

れ
な
い
方
に
は
郵
送
し
て
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は

お
申
し
つ
け
下
さ
い
。

ご
志
納
金

【三
月
～
六
月
】

伊
豆
の
国
市

高
橋
美
香

殿

尊
母
永
代
供
養
砌

伊
豆
市

髙
村
幸
三

殿

尊
母
永
代
供
養
砌

西

佐
藤
明
美

殿

尊
父
葬
儀
砌

元
村

三
田

満

殿

尊
母
葬
儀
砌

当
山

瓜
島
洋
明
・信
行

法
燈
継
承
の
砌

法
燈
継
承
式
ご
志
納

法
住
寺

檀
信
徒
一
同

導
師
・衣
一
式

元
村

山
下
要
・敏
子
殿

燕
尾
・元
政
七
条

川
崎
市

田
中
洋
江

殿

御
宝
前
供
物
台

伊
豆
市

水
谷
石
材

殿

敷
石
工
事
一
式

大
施
餓
鬼
法
要

八
月
三
日
（
水
）
午
後
三
時

そ
も
そ
も
お
施
餓
鬼
っ
て
な
に
？

 

施
餓
鬼
は
、
飢
え
・
貪
り
・
怒
り
な
ど
で
満
足

で
き
ず
苦
し
む
霊
魂
に
、
こ
れ
で
も
か
と
沢
山

の
ご
供
養
を
し
救
済
し
ま
す
。
す
る
と
仏
さ
ま

は
「
皆
さ
ん
、
い
い
こ
と
を
し
ま
し
た
ね
」
と

功
徳
を
下
さ
い
ま
す
。
そ
の
餓
鬼
救
済
の
功
徳

を
自
分
だ
け
の
も
の
に
せ
ず
、
ご
先
祖
さ
ま
や

新
盆
の
霊
位
に
ク
ル
ッ
と
回
し
向
け
る
（
回
向

供
養
）
す
る
の
で
す
。

実
は
私
た
ち
の
心
の
中
に
あ
る
怒
り
や
貪
り
、

わ
か
っ
て
い
る
け
ど
や
っ
て
し
ま
う
弱
い
心
、

す
な
わ
ち
餓
鬼
の
心
へ
の
供
養
に
も
な
り
ま
す
。

日
蓮
聖
人
も
「
供
養
は
返
っ
て
自
分
の
為
」
と

説
か
れ
ま
す
。
自
ら
の
心
の
餓
鬼
供
養
に
も
な

る
の
で
す
。

お
施
餓
鬼
の
際
に
は
、
ご
先
祖
さ
ま
に
、
「
私

は
、
あ
な
た
の
子
孫
は
、
今
日
も
が
ん
ば
っ
て

ま
す
」
と
今
を
報
告
す
る
塔
婆
と
い
う
お
手
紙

を
功
徳
と
共
に
送
ら
れ
て

は
ど
う
で
し
ょ
う
。
ご
先

祖
さ
ま
も
お
喜
び
に
な
り

笑
顔
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。
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