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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８日　降誕会（お釈迦様の誕生日・花祭り）

　※　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
淨
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
は
、
皆
様
方
の
ご
協
力
を
得

て
大
本
山
總
持
寺
の
二
祖
峨
山
禅
師

様
の
六
百
五
十
回
忌
大
遠
忌
及
び
開

祖
螢
山
禅
師
様
の
七
百
回
大
遠
忌
の

ご
寄
附
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
目
標
を
上
回
る
浄
財
を
お
寄

せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
只
々
有
難
く

衷
心
よ
り
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。
そ
の
大
本
山
總
持
寺
二
祖
峨

山
韶
碩
禅
師
様
の
六
百
五
十
回
忌
大

遠
忌
は
本
年
に
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

今
年
中
に
は
、
お
参
り
の
参
加
募
集

の
ご
案
内
を
差
し
上
げ
る
こ
と
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
節
は

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、

四
月
に
は
私
た
ち
の
生
活
に
と
て
も

影
響
の
あ
る
消
費
税
の
増
税
が
あ
り

ま
し
た
。
一
向
に
景
気
の
上
昇
を
実

感
で
き
な
い
と
い
う
多
く
の
方
た
ち

の
意
見
が
あ
る
中
で
、
少
子
高
齢
化

に
伴
う
年
金
や
医
療
制
度
の
堅
持
に

は
必
要
な
こ
と
と
理
解
し
て
い
て

も
、
日
々
の
生
活
の
中
で
大
き
な
問

題
で
し
た
。
こ
の
結
果
経
済
は
思
っ

た
以
上
に
停
滞
し
、
消
費
税
の
再
増

税
も
先
延
ば
し
に
さ
れ
、
衆
議
院
が

解
散
さ
れ
年
末
の
総
選
挙
と
い
う
慌

た
だ
し
い
歳
の
瀬
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
新
た
な
歳
を
迎
え
ま
し
た

が
、
今
後
日
本
の
経
済
情
勢
は
多
く

の
不
安
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
円
安
と
株
高
等
の
経
済
情
勢

も
不
安
定
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
ま

た
寺
院
に
お
い
て
は
、
特
に
こ
の
少

子
高
齢
化
は
深
刻
な
問
題
で
、
地
方

の
過
疎
化
が
進
む
地
域
で
は
、
す
で

に
寺
院
の
存
続
を
危
ぶ
む
声
さ
え
も

出
て
お
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
今

後
の
寺
院
の
あ
り
方
や
地
域
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
、
現
代
社
会
に
お
け

る
存
在
意
義
も
含
め
て
再
検
証
し
、

求
め
ら
れ
る
寺
院
と
し
て
の
務
め
を

果
た
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
考
え
て
居
り
ま
す
。
一
層
の

ご
協
力
等
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
さ
て
本
年
の
予
定
で
す
が
、
先
ず

本
年
は
總
持
寺
の
二
祖
様
峨
山
禅
師

様
の
六
百
五
十
回
忌
大
遠
忌
の
年
に

あ
た
り
ま
し
て
、
秋
頃
に
は
大
本
山

總
持
寺
へ
の
団
参
も
教
区
参
拝
旅
行

と
し
て
計
画
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
得

難
い
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
。

　
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

曹洞宗十三佛（國井道成作）
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か
ず
さ
ア
カ
デ
ミ
ア
ホ
ー
ル
で

　
　
ご
詠
歌
の
大
会
に
参
加

　
淨
泉
寺
で

　 

御
詠
歌 

講
習
会
が

　
　
二
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
　

　
昨
年
十
月
二
十
二
日
、、
木
更
津

市
の
か
ず
さ
ア
カ
デ
ミ
ア
ホ
ー
ル
に

お
い
て
第
十
八
回
梅
花
流
千
葉
県
奉

詠
大
会
が
開
催
さ
れ
、
淨
泉
寺
御
詠

歌
講
も
参
加
を
し
ま
し
た
。

　
今
回
は
初
め
て
他
の
講
と
の
合
同

奉
詠
で
、
お
隣
の
佐
倉
市
勝
胤
寺
講

と
一
緒
に
出
演
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
写
真
上
）

　
厳
か
に
開
会
式
、
式
典
と
続
き
、

県
内
各
御
詠
歌
講
が
順
番
に
登
壇
し

奉
詠
し
て
い
き
ま
す
。

　
淨
泉
寺
講
は
、
十
六
番
目
の
登

壇
に
な
り
ま
す
。
奉
詠
曲
目
は

「
大だ

い
し
ょ
う
し
ゃ
か
に
ょ
ら
い
じ
ょ
う
ど
う
ご
わ
さ
ん

聖
釈
迦
如
来
成
道
御
和
讃
」
を

お
称
え
い
た
し
ま
し
た
。

　
慣
れ
な
い
二
講
合
同
の
奉
詠
で
し

た
が
、
と
て
も
元
気
よ
く
で
き
ま
し

た
。

　
す
べ
て
の
講
の
登
壇
奉
詠
が
終
っ

た
後
で
、
今
年
は
清
興
と
し
て
三
味

線
プ
レ
イ
ヤ
ー
浅
野
　
祥
さ
ん
を
お

招
き
し
、
そ
の
演
奏
を
楽
し
み
ま
し

た
。
津
軽
三
味
線
の
ほ
か
、
様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
の
曲
を
披
露
し
て
く
れ
ま

し
た
。

　
本
年
は
、
第
三
教
区
（
佐
倉
市
・

四
街
道
市
・
成
田
市
・
富
里
市
・
酒
々

井
町
・
栄
町
の
区
域
・
千
葉
県
内
に

は
十
六
の
教
区
が
あ
り
ま
す
。）
の

年
度
講
習
会
が
、
す
べ
て
淨
泉
寺
を

会
場
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
梅

花
流
御
詠
歌
の
講
習
会
が
二
回
あ

り
、七
月
二
日
の
下
総
地
区
講
習
会
、

十
月
二
日
の
第
三
教
区
特
派
講
習
会

で
あ
り
ま
し
た
。

　
県
内
・
郡
内
か
ら
大
勢
の
講
員
さ

ん
や
講
師
様
が
参
加
さ
れ
、
朝
か
ら

夕
方
ま
で
熱
心
に
勉
強
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　
歳
　
寒
　
松
　
柏

　
新
春
と
は
い
え
、
厳
し
い
寒
さ

が
続
い
て
い
ま
す
。
し
か
し「
寒
」

の
時
ほ
ど
、
物
や
人
の
値
打
ち
が

よ
く
わ
か
る
、と
い
え
ま
し
ょ
う
。

「
歳
寒
の
松
柏
」
は
、
松
や
柏
が

冬
の
寒
さ
に
め
げ
ず
、
常
緑
を
湛

え
て
い
る
こ
と
を
、
立
派
な
人
は

逆
境
に
あ
っ
て
も
節
操
を
変
え
な

い
こ
と
に
た
と
え
ま
す
。

　
こ
の
寒
中
、
僧
や
信
徒
に
は
、

寒
念
仏
・
寒
参
り
・
寒
垢
離
な
ど

の
修
行
が
あ
り
ま
す
。
僧
は
寒
中

に
の
ど
を
鍛
え
て
こ
そ
朗
々
と
し

た
声
で
お
経
を
読
み
、
寒
中
に
漉

か
れ
た
和
紙
は
丈
夫
で
重
宝
さ
れ

ま
す
。「
寒
」
は
身
心
の
一
大
道

場
な
の
で
す
。

　
鶴
は
千
年
　
亀
は
万
年
　

　
　
　
我
は
天
年
　
仙
厓
和
尚

　
千
年
万
年
も
生
き
る
鶴
亀
よ
り

も
長
生
き
す
る
方
法
は
、「
私
は

天
年
、
仏
年
を
生
き
て
い
る
」
と

自
覚
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ

が
、
死
ん
で
も
死
な
な
い
生
き
方

に
な
る
の
で
す
。
生
き
死
の
こ
と

は
、
天
命
・
仏
命
に
任
せ
る
だ
け

で
す
。「
天
地
を
わ
が
心
と
な
せ

ば
到
る
と
こ
ろ
安
楽
な
り
」で
す
。
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河
上
良
太
郎
氏
か
ら
や
は
り
本

年
八
月
に
ご
逝
去
さ
れ
た
お
父
様

の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
境
内
の
水

屋
に
設
置
す

る
龍
の
口
が

奉
納
さ
れ
ま

し
た
。

　
工
事
は
後

日
実
施
す
る

予
定
で
す
。

　
吉
岡
良
夫

氏
か
ら
、
こ

の
夏
に
ご
逝

去
さ
れ
た
お

母
様
の
菩
提

を
弔
う
た
め

淨
泉
寺
に
古

刀
一
振
り
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

八
月
十
五
日
送
り
盆
の
夜

　
淨
泉
寺
恒
例
の
万
燈
会
開
催

　
淨
泉
寺
の
万
燈
会
は
、
例
年
通
り

八
月
十
五
日
の
送
り
盆
の
夜
に
本
堂

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
境
内
や
墓
所
に
青
竹
で
灯
籠
を
つ

く
り
、
約
三
百
余
の
灯
り
が
と
も
さ

れ
送
り
盆
に
ふ
さ
わ
し
い
雰
囲
気
が

境
内
一
帯
に
醸
し
出
さ
れ
る
中
行
わ

れ
ま
し
た
。
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
、
そ
の
後
、
淨
泉
寺
で
の
二

度
目
の
出
演
と
な
る
琵
琶
奏
者
　
岩

佐
鶴
丈
さ
ん
に
よ
る
薩
摩
琵
琶
と
楽

琵
琶
の
演
奏
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
先
ず
平
家
物
語
か
ら
薩
摩
琵
琶
で

「
俊
寛
」
と
「
啄
木
」
が
演
奏
さ
れ
、

次
に
薩
摩
琵
琶
と
楽
琵
琶
の
違
い
等

に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
、
か
の
楊
貴

妃
が
玄
宗
皇
帝
の
た
め
に
作
っ
た
と

さ
れ
る
「
楊
貞
操
」
と
い
う
楽
曲
が

が
楽
琵
琶
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
ま
し

た
。

　
最
後
は
薩
摩
琵
琶
に
も
ど
り
、
有

名
な
「
敦
盛
」
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

平
家
物
語
は
、
送
り
盆
の
ご
先
祖
様

へ
の
想
い
と
重
な
る
よ
う
な
場
面
も

あ
り
、
お
盆
独
特
の
雰
囲
気
が
会
場

を
包
み
ま
し
た
。

　
当
日
は
ご
先
祖
様
を
送
っ
て
こ
ら

れ
た
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
等
が
多
数
本

堂
に
上
が
り
、
滅
多
に
生
で
聴
く
こ

と
が
で
き
な
い
琵
琶
の
音
色
と
平
家

物
語
の
旋
律
に
酔
い
し
れ
、
そ
の
演

奏
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

参加者でほぼ満員となった本堂で

琵琶奏者　岩佐　鶴丈　氏

ご
奉
納
の
披
露

卒
塔
婆
と
そ
の
供
養
の
功
徳

●
　
古
刀
（
脇
差
）
一
振

　
　
　
酒
々
井
町
伊
篠

　
　
　
　
　
吉 

岡  

良 

夫
氏 

　

●
　
龍
の
口
（
水
屋
用
）

　
　
　
山
武
郡

　
　
　
　   

河
上 

良
太
郎
氏 

　

　
塔
婆
と
は
、詳
し
く
は
「
卒
塔
婆
」

と
書
き
、
古
代
イ
ン
ド
の
言
語
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵
語
）
の
「
ス

ト
ゥ
ー
パ
」
か
ら
来
た
も
の
で
す
。

　
元
は
土
饅
頭
型
に
盛
り
上
げ
た
墓

の
こ
と
で
、
特
に
仏
教
で
は
お
釈
迦

様
の
舎
利
（
遺
骨
）
や
遺
品
を
納
め

た
供
養
塔
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

　
寺
院
に
あ
る
三
重
塔
や
五
重
塔

は
、
こ
の
供
養
塔
が
変
化
し
た
も
の

で
す
。

　
法
事
の
時
に
建
て
る
の
は
板
塔
婆

で
、
頭
部
が
独
特
の
形
を
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
宝
珠
・
半
円
・
三
角
・

円
・
方
の
五
輪
塔
を
模
し
た
も
の
で

す
。

　
空
　
風
　
火
　
水
　
地

　
五
輪
と
は
、
空
・
風
・
火
・
水
・

地
と
い
う
、
宇
宙
を
構
成
す
る
五
つ

の
要
素
を
い
い
、
ま
た
そ
の
ま
ま
仏

身
を
現
し
た
も
の
で
す
。

　
　
お
塔
婆
は
仏
様
の
身
体
そ
の
も

の
な
の
で
、
そ
れ
を
建
立
す
る
功
徳

が
種
々
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　
今
、
そ
の
功
徳
を
述
べ
る
と
、

一
、
塔
婆
は
そ
の
ま
ま
仏
様
の
御
姿

で
あ
る
か
ら
、
一
基
建
立
す
る
こ
と

は
、
仏
像
を
一
体
建
立
す
る
の
と
同

等
の
功
徳
が
あ
る
。

二
、
塔
婆
を
見
る
こ
と
は
、
人
と
仏

様
と
は
五
輪
（
頂
・
面
・
胸
・
腹
・

膝
の
五
処
）
の
す
が
た
・
か
た
ち
と

し
て
、
根
本
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る

こ
と
を
教
え
、
仏
心
の
目
覚
め
を
促

す
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
。

三
、
塔
婆
を
建
て
る
こ
と
に
よ
り
、

仏
様
に
対
す
る
崇
敬
の
念
と
、
霊
位

に
対
す
る
報
恩
と
感
謝
の
念
を
増
す

こ
と
が
で
き
る
。

四
、
塔
婆
供
養
は
、
回
向
す
る
と
こ

ろ
の
霊
位
を
安
楽
の
境
界
に
導
き
、

仏
果
を
増
す
。

五
、
塔
婆
は
、
志
す
と
こ
ろ
の
霊
位

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
目
に
す
る
も

の
す
べ
て
（
衆
生
＝
も
ろ
も
ろ
の
生

き
物
）
に
、
同
じ
く
利
益
を
及
ぼ
す

こ
と
が
で
き
る
。

　
と
い
う
こ
と
が
、
お
経
に
説
か
れ

て
い
る
の
で
す
。
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客
殿

建
設
当

時

は
、

敬
遠
さ

れ
が
ち

な
洋
式
ト
イ
レ
で
し
た
が
、
足
腰

　
淨
泉
寺

を
ご
法
事

等
で
訪
れ

る
皆
様
方

の
安
全
を

確
保
す
る

た
め
、
自

動
体
外
式
除
細
動
器
を
、
本
堂
と

客
殿
の
間
の
回
廊
に
設
置
い
た
し

ま
し
た
。
不
測
の
事
態
が
起
こ
っ

た
時
、
救
急
車
の
到
着
前
に
こ
れ

を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
命

率
が
数
倍
上
が
る
と
言
わ
れ
て
お

り
ま
す
。

二
十
六

二
十
五

二
十
一

十
　
五

十
　
一

五

   

三
　

元
五
十
八

一
　
周
　
忌

三
　
回
　
忌

七
　
回
　
忌

十 

三 

回 

忌

十 

七 

回 

忌

二
十
三
回
忌

二
十
五
回
忌

二
十
七
回
忌

三
十
三
回
忌

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

昭
和

年年年年年年年年年

　

や
す
ら
ぎ
は

　
　

ご
先
祖
の
供
養
か
ら

墓
苑
利
用
者
の
皆
様
へ

●
　
A
E
D
（
自
動
体
外
式

除
細
動
器
）
を
設
置
し
ま
し
た
。

●
　
客
殿
内
の
和
式
ト
イ
レ
を

全
て
洗
浄
機
能
付
き
洋
式
ト
イ

レ
に
替
え
ま
し
た
。

●
　
境
内
の
垣
根
を
作
り
直
し

し
ま
し
た

●
　
淨
泉
寺
墓
苑
参
道
（
本
堂
脇

の
坂
）
の
滑
り
止
め
舗
装
を
実

施
し
ま
し
た
。

の
ご
不
自
由
な
お
客
様
も
増
え
て
お

り
、
利
用
者
の
方
々
の
ご
希
望
に
お

応
え
す
る
こ
と
と
し
、
今
般
客
殿
内

の
ト
イ
レ
を
全
て
洗
浄
機
能
付
き
の

洋
式
ト
イ
レ
に
変
更
し
ま
し
た
。
ま

た
立
ち
上
が
り
時
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
の
手
す
り
も
設
置
い
た
し
ま

し
た
。
併
せ
て
便
座
の
除
菌
用
品
も

揃
え
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。

　
こ
の
坂
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
日
陰
の
た

め
雨
天
時
な
ど
は
滑
る
危
険
が
ご
ざ

い
ま
し
た
の
で
、
今
回
目
の
粗
い
浸

透
性
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
に
い
た

し
ま
し
た
。

　
淨
泉
寺
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
ご
利

用
い
た
だ
く
皆
様
方
の
声
に
真
摯
に

耳
を
傾
け
、
日
々
努
力
を
し
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　
淨
泉
寺
で
は
数
年
に
一
度
、
副
住

職
が
主
と
な
っ
て
境
内
の
垣
根
作
り

を
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
四
年
ぶ

り
の
更
新
と
い
う
こ
と
で
、
昨
年
の

暮
れ
お
正
月
を
前
に
青
々
と
し
た
垣

根
が
組
ま
れ
境
内
が
一
新
し
ま
し

た
。

　
ま
た
、
伊
篠
在
住
の
吉
岡
正
孝
様

の
手
に
よ
っ
て
本
堂
前
に
門
松
も
飾

ら
れ
ま
し
た
。

　
淨
泉
寺
に
お
越
し
の
節
は
ど
う
ぞ

ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

　
淨
泉
寺
墓
苑
の
使
用
者
及
び
利
用

者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
常

日
頃
か
ら
墓
地
管
理
規
則
に
基
づ

き
、
適
正
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
こ
と
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
お
陰
様
で
比
較
的
清
潔

で
き
れ
い
な
墓
苑
を
維
持
す
る
こ
と

が
で
き
て
お
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
カ
ラ
ス
の

被
害
で
生
花
が
引
き
抜
か
れ
散
乱

し
、
ま
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
ジ
ュ
ー

ス
等
の
空
き
缶
や
陶
器
の
茶
碗
が
壊

さ
れ
、
散
ら
ば
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
そ
こ
で
今
一
度
、
皆
様
方
へ
お
願

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
先
ず
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
空
き
缶
に

つ
い
て
も
お
参
り
後
、
で
き
る
限
り

お
下
げ
し
て
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
陶
器
の
茶
碗
等
は
、
風
や

カ
ラ
ス
の
い
た
ず
ら
に
よ
り
破
損
し

散
乱
し
ま
す
の
で
極
力
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

　
更
に
常
花
（
造
花
）
で
す
が
、
で

き
る
だ
け
元
に
戻
す
こ
と
に
し
て
お

り
ま
す
が
、
引
き
抜
か
れ
ま
す
と
、

い
ず
れ
の
墓
所
の
も
の
か
判
別
で
き

ず
、
不
本
意
な
が
ら
廃
棄
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

　
せ
っ
か
く
供
養
の
た
め
に
あ
げ

た
花
で
ご
ざ
い
ま
す
。
キ
チ
ン
と

束
ね
て
テ
ー
プ
等
に
所
有
を
表
記

す
る
な
ど
の
処
置
を
施
し
て
い
た

だ
け
れ

ば
、
で
き

る
限
り
元

に
お
戻
し

い
た
し
ま

す
の
で
よ

ろ
し
く
お

願
い
い
た

ま
す
。


