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浄
泉
寺
報
第 １１ 号 

当面の行事等

１月　１日　檀信徒初詣　

        午前９時から午後４時まで

１月　８日～９日　

　　浄泉寺本寺　大雄院（日立市） 開山忌

１月１１日　総代・世話人会　午前１2 時 00 分

２月１５日　涅槃会（お釈迦様の忌日法会）

　　　　　　

３月１８日～２４日　春彼岸会

４月６日　降誕会（お釈迦様の誕生日・花祭り）

イベント実施するか検討中（実施の場合は後日お知らせ )

　※　お子様方をつれて、甘茶をかけにおいでく　

　　ださい。夕方までお参りができます。お子様　

　　にはお菓子などを用意します。

　

檀
信
徒
の
皆
様
に
は
輝
か
し
い
新

春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
よ
り
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
喪
中
に
て
新
年
を
迎
え
ら

れ
ま
し
た
ご
家
庭
に
は
、
本
年
が
よ

い
年
と
な
り
ま
す
よ
う
衷
心
よ
り
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

更
に
檀
信
徒
の
皆
様
方
に
は
、
日

頃
よ
り
浄
泉
寺
の
護
持
等
に
格
別
の

ご
高
配
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
、

年
頭
に
あ
た
り
改
め
て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
実
に

天
候
の
不
安
定
な
年
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
ま
だ
東
日
本
大
震
災

か
ら
の
復
興
も
ま
ま
な
ら
な
い
中
、

多
く
の
自
然
災
害
が
発
生
し
ま
し

た
。
雨
の
全
く
降
ら
な
い
地
域
が
あ

る
中
、
夏
以
降
は
爆
弾
低
気
圧
な
る

も
の
も
多
く
発
生
し
局
地
的
に
集
中

豪
雨
や
竜
巻
等
が
発
生
し
、
多
く
の

被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
因
み
に

浄
泉
寺
で
は
、
お
盆
後
に
山
門
の
松

が
枯
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
夏
の
暑

さ
も
関
係
し
た
の
か
大
変
残
念
な
出

来
事
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
秋
に

入
る
と
台
風
が
多
く
や
っ
て
き
ま
し

た
。
特
に
十
月
中
旬
の
台
風
二
十
六

号
は
、
大
島
等
に
甚
大
な
被
害
を
与

え
ま
し
た
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご

冥
福
を
お
祈
り
す
る
と
共
に
一
日
も

早
い
復
興
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま

す
。
次
に
行
事
の
方
で
す
が
、
春
の

花
ま
つ
り
、
お
盆
の
万
燈
会
、
秋
の

観
月
会
と
例
年
通
り
実
施
い
た
し
ま

し
が
、
イ
ベ
ン
ト
に
よ
っ
て
参
加
者

の
数
が
様
々
で
、
今
年
度
は
こ
れ
ら

を
継
続
す
る
か
ど
う
か
も
含
め
て
検

討
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
本
年
の
予
定
で
す
が
、
先
ず

正
月
早
々
誠
に
恐
縮
で
す
が
、
宗
門

で
は
總
持
寺
の
二
祖
様
と
開
祖
瑩
山

禅
師
様
の
大
遠
忌
（
写
真
上
）　

の

寄
附
の
要
請
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
檀
信
徒
の
皆
様
に
広

く
ご
協
力
を
お
願
い
を
申
し
上
げ
る

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
詳
細
は
次

頁
）
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ま
た
、
秋
に
は
大
本
山
永
平
寺
へ

の
団
参
も
教
区
参
拝
旅
行
と
し
て
計

画
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
数
年
に
一
度

の
機
会
で
あ
り
ま
す
の
で
多
く
の
皆

様
の
ご
参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。（
詳
細
は
、
次
号
で
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。）

　

お
わ
り
に
、
ご
家
族
様
の
皆
様
の

ご
健
勝
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

住　
　

職　
　

合　

掌



曹洞宗　佛樹山　浄泉寺平成２６年１月１日発行　（2）

発行所　〒 285-0902　千葉県印旛郡酒々井町伊篠 647　℡ 043-496-4342 　発行責任者　住職　宮川　義典　 http://www.jyousenji.jp

　

大
本
山
總
持
寺
御
両
尊

　
大
遠
忌
法
会
勧
募
の
御
願
い

　

曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
に
お
き
ま

し
て
は
平
成
二
十
七
年
に
二
祖
峨
山

韶
碩
禅
師
六
百
五
十
回
大
遠
忌
が
、

平
成
三
十
六
年
に
は
太
祖
瑩
山
紹
瑾

禅
師
七
百
回
大
遠
忌
が
奉
修
さ
れ
ま

す
。
宗
制
に
は
五
十
年
ご
と
に
大
遠

忌
法
要
を
厳
修
し
て
祖
恩
報
謝
の
ま

こ
と
を
捧
げ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

お
り
、
大
い
な
る
ご
遺
徳
宣
揚
す
べ

く
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

　

大
本
山
總
持
寺
で
は
太
祖
様
と
二

祖
様
を
一
体
と
し
て
崇
め
、「
瑩
峨

御
両
尊
」
と
尊
称
し
て
お
り
ま
す
。

二
祖
様
、
太
祖
様
と
の
難
値
難
遇
の

勝
縁
を
続
け
て
お
迎
え
す
る
に
際
し

、「
大
本
山
總
持
寺
御
両
尊
大
遠
忌

法
会
」
と
し
て
こ
の
二
度
の
大
遠
忌

を
そ
れ
ぞ
れ
単
体
の
事
業
と
し
て
捉

え
る
の
で
は
な
く
、
約
十
年
に
わ
た

る
長
期
視
点
に
立
っ
て
の
報
恩
法
要

、
記
念
行
事
、
文
化
事
業
、
人
材
の

育
成
、
伽
藍
の
維
持
修
復
等
を
総
体

予
算
と
し
て
作
成
し
て
お
り
ま
す
。

就
中
、
高
祖
道
元
禅
師
よ
り
太

祖
瑩
山
禅
師
に
伝
え
ら
れ
た
教
義
敷

衍
の
根
本
道
場
と
し
て
、
能
登
に
開

創
さ
れ
た
總
持
寺
が
鶴
見
が
丘
堂
宇

を
移
し
て
百
年
が
過
ぎ
、
諸
堂
の
多

く
は
老
朽
化
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
以
降
の
社
会
状
況
、

本
山
の
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
を
鑑

み
、
今
あ
る
諸
堂
を
災
害
に
強
い
建

物
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
て
、
永
く
本

山
あ
る
い
は
宗
門
の
財
産
と
し
て
残

す
こ
と
こ
そ
急
務
と
考
え
、
諸
堂
の

耐
震
工
事
を
筆
頭
に
山
内
伽
藍
の
整

備
を
し
て
法
要
営
辨
を
成
就
せ
ん
と

す
る
も
の
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
大
本
山
總
持
寺

よ
り
全
国
曹
洞
宗
寺
院
に
標
準
志
納

と
特
別
志
納
の
寄
付
の
依
頼
が
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

浄
泉
寺
へ
の
割
り
当
て
は
約

三
十
万
円
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
浄
泉
寺
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
檀

信
徒
の
皆
様
に
も
こ
の
勝
縁
を
共
に

迎
え
て
頂
く
こ
と
を
願
い
浄
財
の
勧

募
を
発
願
い
た
し
ま
し
た
。

　

檀
信
徒
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は

本
趣
旨
を
ご
理
解
賜
り
、
ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

ご
協
力
い
た
だ
け
ま
す
方
は
、
同

封
の
振
込
用
紙
に
て
、
三
月
末
日
ま

で
に
一
軒
当
た
り
三
千
円
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。　
　
　

住
職
合
掌

　
大
い
な
る
足
音
が

　
　
　
　
　
き
こ
え
ま
す
か

　

大
本
山
總
持
寺

　
　

二
祖
峨
山
韶
碩
禅
師　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

大
遠
忌
テ
ー
マ

　

仏
さ
ま
の
教
え
、
そ
れ
を
師
か
ら

弟
子
へ
と
絶
え
る
こ
と
な
く
受
け
伝

え
て
い
く
こ
と
を
、「
相
承
」
と
い

い
ま
す
。

　

瑩
山
禅
師
よ
り
仏
さ
ま
の
教
え
を

受
け
継
い
だ
峨
山
禅
師
は
、
總
持
寺

の
基
礎
を
築
か
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に

そ
の
教
え
は
、
弟
子
達
を
は
じ
め
代

々
の
祖
師
方
に
受
け
継
が
れ
広
ま
っ

て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
大
い
な

る
流
れ
の
上
に
私
た
ち
が
存
在
し
て

い
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
そ
の
教

え
を
さ
ら
に
未
来
に
向
け
て
伝
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

大
い
な
る
足
音
と
は
、
峨
山
禅
師

や
歴
代
祖
師
の
遺
し
た
偉
大
な
る
足

跡
や
教
え
は
素
よ
り
で
す
が
、
私
た

ち
が
伝
え
る
べ
き
未
来
へ
の
足
音
も

意
味
し
ま
す
。
そ
の
足
音
に
耳
を
澄

ま
す
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
に
学
び

、
よ
り
良
き
未
来
を
築
く
こ
と
な
の

で
す
。

　

大
本
山
總
持
寺
二
祖

　
　
　
　
　
　
峨
山
韶
碩
禅
師

　

峨
山
韶
碩
禅
師
は
、
建
治
二
年
（

一
二
七
六
年
）
に
石
川
県
能
登
に
生

ま
れ
、
總
持
寺
の
二
祖
と
し
て
、「

五
哲
」「
二
十
五
哲
」
と
呼
ば
れ
た

多
く
の
優
れ
た
門
弟
を
育
成
。
さ
ら

に
、
そ
の
多
く
の
門
弟
が
協
力
し
て

總
持
寺
を
維
持
し
、
発
展
さ
せ
る
た

め
に
住
職
を
一
定
期
間
で
交
代
さ
せ

る
「
輪
住
制
」
を
確
立
す
る
な
ど

、
七
百
年
近
く
も
前
に
、
既
に
「
人

財
育
成
」
と
「
教
団
の
将
来
ビ
ジ
ョ

ン
」
に
深
い
想
い
を
も
ち
、
た
だ
ひ

た
す
ら
に
總
持
寺
の
住
職
と
し
て

四
十
二
年
間
勤
め
、
曹
洞
宗
の
教
え

を
全
国
に
展
開
す
る
基
盤
を
形
成
し

ま
し
た
。

　

曹
洞
宗
が
、
永
平
寺
、
總
持
寺

の
両
本
山
を
始
め
、
現
在
凡
そ

一
万
五
千
の
寺
院
と
二
万
五
千
人
の

僧
侶
、
そ
し
て
数
百
万
人
を
超
え
る

檀
信
徒
を
要
す
る
国
内
最
大
の
教
団

に
至
っ
た
の
は
、
峨
山
禅
師
の
功
績

に
よ
る
も
の
が
大
き
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

貞
治
五
年
（
一
三
六
六
年
）
に

九
十
一
歳
で
亡
く
な
ら
れ
、
来
る
平

成
二
十
七
年
が
六
百
五
十
回
忌
の
大

遠
忌
と
な
り
ま
す
。

大本山　總持寺　山門大本山　總持寺　太祖堂
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八
月
十
五
日
送
り
盆
の
夜

　
浄
泉
寺
恒
例
の
万
燈
会
開
催

　
十
月
十
九
日
の

　
　
　
　
　
浄
泉
寺
観
月
会

　

境
内
や
墓
所
に
青
竹
で
灯
籠
を
つ

く
り
、
ご
近
所
の
方
の
も
手
伝
っ
て

い
た
だ
き
、
約
三
〇
〇
の
灯
り
が
と

も
さ
れ
、
幽
玄
な
中
に
も
ご
先
祖
様

の
御
霊
を
送
る
厳
か
な
雰
囲
気
が
醸

し
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
堂
で
は
、
午
後
七
時
か
ら
各
ご

家
庭
の
ご
先
祖
様
の
ご
供
養
の
法
要

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
恒
例
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
本

年
は
例
年
と
少
し
趣
向
を
変
え
て
、

落
語
の
怪
談
話
を
聞
く
こ
と
に
な

り
、
噺
家 

桂　

夏
丸
さ
ん
に
お
招

き
い
た
し
ま
し
た
。

　

桂　

夏
丸
さ
ん
は
平
素
か
ら
怪
談

話
を
得
意
と
し
、
多
く
の
高
座
で
演

じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
今
回
の
怪
談

話
は
会
場
が
千
葉
県
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
下
総
、
木
下
、
鎌
ヶ
谷
、
船

橋
と
い
っ
た
千
葉
の
地
名
が
沢
山

出
て
く
る
「
鏡
ケ
池
操
松
影
よ
り

　

江
島
屋

怪
談
」
と

い
う
お
話

で
、
高
座

の
前
に
は

燭
台
が
置

か
れ
、
灯

り
を
落
し

た
本
堂
内

で
聴
衆
の

皆
さ
ん
も

こ
れ
か
ら
話
さ
れ
る
怪
談
噺
に
興
味

津
々
。
そ
れ
に
桂
さ
ん
一
寸
や
せ
気

味
で
表
情
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
の

か
、
こ
わ
ぁ
～
い
雰
囲
気
は
最
高
で

す
。
さ
ら
に
送
り
盆
の
夜
に
聴
く
と

一
層
怖
い
怪
談
噺
で
し
た
。

　

特
に
お
墓
が
浄
泉
寺
に
あ
る
多
く

の
お
檀
家
さ
ん
は
、
ご
先
祖
様
を
送

っ
て
か
ら
本
堂
に
上
が
ら
れ
、
ご
先

祖
法
要
に
参
加
し
、
怪
談
噺
も
楽
し

ん
で
お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

十
月
十
九
日
の
十
三
夜　

午

後
７
時
か
ら
恒
例
の
浄
泉
寺

観
月
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　

曹
洞
宗
開
祖
道
元
禅
師
を
偲

び
、
本
堂
に
「
道
元
禅
師
観
月
の

図
」
を
掲
げ
、
宗
祖
の
供
養
と

名
月
を
見
な
が
ら
素
敵
な
音
楽

を
楽
し
も
う
と
い
う
も
の
で
す
。 

　

今
年
は
、
ギ
タ
ー
弾
き
語
り
の
松

し
ょ
う
さ
ん
を
お
招
き
し
ま
し
た
。 

　

当
日
は
あ
い
に
く
の
雨
模
様
で
、

お
月
様
は
見
る
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
懐
か
し
い
歌
を
た

く
さ
ん
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

　

月
に
ま
つ
わ
る
曲
や
参
加
者
の

年
代
に
あ
わ
せ
た
構
成
で
、
そ
の

ブ
ル
ー
ジ
ー
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た

演
奏
で
参
加
者
を
魅
了
し
ま
し
た
。 

　

西
田
サ
チ
コ
の
「
東
京
ブ
ル
ー

ス
」
や
最
近
亡
く
な
ら
れ
た
藤
圭
子

の
「
新
宿
ブ
ル
ー
ス
」
な
ど
の
演
歌

を
ア
レ
ン
ジ
し
た
か
っ
こ
い
い
演
奏

に
始
ま
り
、
サ
ッ
チ
モ
や
ビ
ー
ト
ル

ズ
な
ど
の
洋
楽
か
ら
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン

グ
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
ソ
ン
グ
ま
で
見
事

に
歌
い
上
げ
、
そ
の
歌
唱
力
は
と
て

も
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

ま
た
参
加
者
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
に

も
応
え
て
頂
き
、
夜
の
更
け
る
の
を

忘
れ
て
楽
し
み
ま
し
た
。

仏
教
豆
知
識
（
お
香
の
功
徳
）

　

お
香
は
、イ
ン
ド
で
は
古
代
よ
り
、

臭
気
を
除
き
、
身
心
を
爽
や
か
に
す

る
生
活
必
需
品
と
し
て
愛
用
さ
れ
ま

し
た
。
特
に
来
客
が
あ
れ
ば
、
お
香

を
焚
い
て
室
内
を
清
涼
に
し
、
も
て

な
す
の
が
礼
儀
と
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
が
、
お
釈
迦
様
の
時
代
に
、
供

養
の
品
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
仏

教
の
発
展
と
共
に
、
最
高
の
供
養
品

と
し
て
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
で
す
。
お
香
は
、
昔
か
ら
「
仏

の
使
い
」
と
か
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
お
香
は
人
間
の
信
心
を
、

よ
く
仏
菩
薩
に
通
じ
さ
せ
る
こ
と
の

で
き
る
使
者
、
と
い
う
意
味
で
す
。

そ
れ
に
つ
い
て
次
の
話
が
あ
り
ま

す
。

　

お
釈
迦
様
が
現
世
に
お
ら
れ
た
こ

ろ
、
或
る
長
者
の
息
子
が
、
お
釈
迦

様
の
た
め
に
、
お
堂
を
建
て
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
息
子
は
、
お
釈
迦

様
を
お
迎
え
し
た
い
と
思
い
、
香
を

焚
い
て
お
釈
迦
様
の
い
ら
っ
し
ゃ
る

祇
園
精
舎
の
方
に
向
か
っ
て
、
来
臨

を
祈
願
し
ま
し
た
。
す
る
と
香
煙
は

風
に
吹
か
れ
て
祇
園
精
舎
へ
と
た
な

び
き
、
お
釈
迦
様
の
御
頭
の
上
を
、

香
煙
が
お
お
う
ほ
ど
に
な
り
ま
し

た
。
お
釈
迦
様
は
息
子
の
信
仰
の
篤

さ
を
知
り
、早
速
、そ
の
お
堂
に
や
っ

て
来
ら
れ
た
、
と
い
う
話
で
す
。

　

こ
の
因
縁
に
よ
り
、香
を
焚
く
と
、

仏
菩
薩
が
直
ち
に
降
臨
さ
れ
る
、
と

い
う
信
仰
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。
ま

た
お
香
は
、
一
度
火
を
つ
け
て
燃
や

せ
ば
、
燃
え
尽
き
る
ま
で
消
え
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
は
た
ら
き

を
精
進
と
い
い
、
六
波
羅
蜜
（
菩
薩

の
六
つ
の
実
践
徳
目
）
の
中
の
、〈
精

進
〉
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。
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や
す
ら
ぎ
は

　
　
ご
先
祖
の
供
養
か
ら

警
察
官
の
坐
禅
研
修

　
　
　
　
　
　
受
け
入
れ

お
願
い
と
お
知
ら
せ

　

浄
泉
寺
で
は
、
こ
こ
数
年
佐
倉
警

察
の
射
撃
大
会
出
場
チ
ー
ム
の
大
会

前
坐
禅
研
修
を
、
お
受
け
し
て
き
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
な
ご
縁
で
、
今
年

に
入
っ
て
か
ら
佐
倉
警
察
署
員
の
坐

禅
研
修
と
し
て
二
月
に
二
度
、
一
回

三
十
名
程
度
で
勤
務
後
の
夜
に
受
け

入
れ
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
秋
に
は
佐
倉
・
成
田
警
察

署
の
比
較
的
若
い
署
員
の
皆
様
を
対

象
に
二
回
ほ
ど
実
施
し
て
お
り
ま

す
。
皆
様
も
坐
禅
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。（
毎
月
第
一
日
曜
朝
六
時
か

ら
実
施
）

本
堂
仏
具
の
奉
納

　

石
川
様
は
亡
く
な
ら
れ
た
ご
主
人

様
の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
ま
た
松
山

様
は
ご
先
祖
供
養
の
た
め
ご
奉
納
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
立
見
台
の
購
入
に
当

り
ま
し
て
は
、
次
の
方
々
か
ら
頂
戴

い
た
し
ま
し
た
浄
財
も
使
わ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

・
江
澤　

静
子
様
（
酒
々
井
町
上
岩
橋
）

・
井
上
照
八
洲
様
（
成
田
市
加
良
部
）

・
村
嶋　

和
広
様
（
成
田
市
飯
仲
）

・
青
木　

忠
誠
様
（
成
田
市
飯
仲
）

・
今
村　

つ
る
様
（
成
田
市
橋
賀
台
）

・
鳴
田　

賢
司
様
（
成
田
市
飯
仲
）

・
本
多　

勝
治
様
（
成
田
市
加
良
部
）

・
北
川　

雅
由
様
（
酒
々
井
町
酒
々
井
）

　

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
仏
具

は
、
大
切
に
使
わ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

浄
泉
寺
報
第
九
・
十
号
で
皆
様
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
本
堂
仏

具
の
ご
奉
納
で
す
が
、
こ
の
度
欅
製

灯
籠
台
と
欅
製
立
見
台
の
二
点
に
つ

い
て
、
ご
奉
納
の
申
し
出
を
頂
き
ま

し
た
。

　

仏
具
の
納
入
に
併
せ
ご
奉
納
い
た

だ
き
ま
し
た
御
家
の
先
祖
供
養
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
感
謝
の
意
を
表
し
ま

し
た
。大
変
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

■　

欅
製
灯
籠
台

　

奉
納
者　

柏
市　

柏

　
　
　
　
　
　
　

石
川　

祥
子
様

■　

欅
製
立
見
台

　

奉
納
者　

福
岡
県
遠
賀
郡

　
　
　
　
　
　
　

松
山　
　

直
様

石川家ご家族ご一同様

松山家ご長男ご家族様

■　

浄
泉
寺
墓
苑
を
お
使
い
の
方
で

使
用
許
可
後
三
年
を
経
過
し
て
、
特

別
の
事
情
が
あ
る
と
墓
地
管
理
者
で

あ
る
住
職
が
認
め
る
方
以
外
で
、
未

だ
外
柵
工
事
等
を
実
施
し
て
い
な
い

方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
出
来
る
だ
け

早
い
時
期
に
工
事
等
を
実
施
さ
れ
る

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

浄
泉
寺
墓
地
管
理
規
則
第
七
条

に
、
こ
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
二
十
六
年
一
月
時
点

で
施
行
さ
れ
て
い
な
い
方
に
つ
き
ま

し
て
は
、
他
の
使
用
者
と
の
管
理
上

の
均
衡
を
図
る
観
点
か
ら
、
本
年
か

ら
三
年
を
経
過
し
た
次
年
度
（
現
時

点
で
は
平
成
二
十
九
年
度
）
か
ら
、

一
区
画
当
た
り
の
管
理
費
を
六
千
円

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、

特
別
の
ご
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
ご

相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

■　

卒
塔
婆
供
養
料
の
一
部
改
訂
に

つ
い
て
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

年
忌
供
養
の
た
め
の
卒
塔
婆
等

で
、
法
要
を
営
ま
ず
に
建
立
す
る
場

合
の
卒
塔
婆
供
養
に
つ
き
ま
し
て

は
、
浄
泉
寺
で
朝
の
勤
行
時
に
併
せ

て
ご
供
養
し
て
お
渡
し
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
法
事
を
営
む
方

は
、
別
に
お
布
施
を
お
願
い
致
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
卒
塔
婆
供
養
だ
け

の
方
と
不
均
衡
を
生
じ
て
お
り
ま

す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
年
忌
供
養
で
卒

塔
婆
だ
け
の
場
合
は
、
平
成
二
十
六

年
よ
り
卒
塔
婆
供
養
料
を
含
み
一
本

に
つ
き
五
千
円
に
改
訂
い
た
し
た
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月

　
　
　
　
　
　

浄
泉
寺
住
職　

合
掌

　
　

檀
信
徒
各
位


