
                            

 
 

     

今
年
春
に
行
わ
れ
た
大
本
山
永
平
寺

授
戒
会
に
引
請
師
の
お
役
を
賜
り
一
週

間
お
勤
め
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
右
記

は
そ
の
折
り
、
壇
上
礼
や
歎
仏
講
式
の
中

で
お
唱
え
す
る
経
文
で
す
。 

一
、
仏
様
を
礼
拝
し
敬
う
。
二
、
仏
様
の

お
徳
を
称
賛
す
る
。
三
、
広
く
心
か
ら
仏

様
を
供
養
す
る
。
四
、
過
ち
を
悔
い
改
め

る
。
五
、
功
徳
を
積
む
こ
と
を
共
に
喜
ぶ
。

六
、
諸
仏
に
教
え
を
説
い
て
く
だ
さ
る
よ

う
請
い
願
う
。
七
、
仏
様
が
い
つ
も
こ
の

世
に
住
し
て
導
い
て
く
れ
る
こ
と
を
願

う
。
八
、
常
に
仏
様
に
従
っ
て
学
ぶ
。
九
、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
皆
を
父
母
の
よ

う
に
敬
う
。
十
、
す
べ
て
の
功
徳
が
あ
ま 

     

ま
で
十
大
願
を
心
に
念
じ
な
が
ら
、
一
切

の
諸
仏
を
供
養
恭
敬
す
る
。
華
厳
経
で
は

こ
の
「
行
」
と
「
願
」
を
身
の
行
い
と
心

の
願
い
と
し
、
ひ
た
す
ら
の
精
進
努
力
に

よ
っ
て
願
い
が
叶
う
も
の
と
し
て
い
る
。 

私
た
ち
は
こ
の
「
十
者
礼
」
の
誓
願
を

実
践
し
、
常
に
仏
様
と
共
に
あ
る
の
だ
と

い
う
思
い
を
も
っ
て
日
々
の
生
活
を
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
人
を
傷
つ
け

た
り
争
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
な
り
、

穏
や
か
な
心
持
ち
で
暮
ら
し
て
い
け
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

「
耳
に
聴
き 

心
に
念
い 

身
に
修

せ
ば 

い
つ
か
悟
り
に 

入
相
の
鐘
」 

の
古
歌
が
あ
り
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
行

願
の
功
徳
が
ま
わ
り
の
人
た
ち
に
も
影

響
を
与
え
、
そ
の
思
い
や
願
い
が
ど
ん
ど

ん
広
が
っ
て
い
き
、
い
つ
か
悟
り
の
世
界

が
現
前
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

菩
提
寺
は
じ
め
各
寺
院
に
お
参
り
す

る
と
き
に
は
信
心
よ
り
ご
本
尊
様
仏
様

に
手
を
合
わ
せ
て
十
大
願
（
十
者
礼
）
を

念
じ
、
身
心
に
仏
様
の
心
を
現
じ
な
が

ら
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け

る
も
の
皆
な
の
平
穏
無
事
を
お
祈
り
い

た
し
ま
し
ょ
う
。 

 

令
和
六
年 

年
回
忌
表 

[

回
忌]

 
 

 
 
[

没
年]

 

一
周
忌     

令
和
五
年 

三
回
忌     

令
和
四
年 

七
回
忌     

平
成
三
十
年 

十
三
回
忌   

平
成
二
十
四
年 

十
七
回
忌   

平
成
二
十
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
十
四
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
十
年 

三
十
三
回
忌 

平
成
四
年 

五
十
回
忌   

昭
和
五
十
年 

百
回
忌     

大
正
十
四
年 

 

▼
令
和
六
年
度(2

0
2

4
)

の
年
回
忌
表
で
す
。 

当
寺
で
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
本

堂
に
は
張
り
出
し
し
て
い
ま
せ
ん
。
正
当
各

家
に
は
来
年
度
分
と
し
て
十
一
月
に
通
知
し

て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
▼
日
曜
・

祝
日
の
ご
法
事
の
申
し
込
み
は
お
早
め
に
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
▼
「
周
」
は
「
め
ぐ
る
」

こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
亡
く
な
っ
て
か

ら
ち
ょ
う
ど
一
め
ぐ
り
し
た
翌
年
の
そ
の
日

を
一
周
忌
と
呼
ぶ
。
回
忌
と
は
亡
く
な
ら
れ

た
日
を
最
初
の
忌
日
と
考
え
て
、
三
回
目
の

忌
日
が
「
三
回
忌
」
と
な
る
。
以
降
は
丸
六
年

目
が
七
回
忌
、
丸
十
二
年
目
が
十
三
回
忌
と

な
る
。 
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ね
く
皆
に
い
き
わ
た
る
よ
う
願
う
。 

華
厳
経
に
説
か
れ
て
い
る
普
賢
菩
薩

の
十
大
願
と
言
い
ま
す
。
授
戒
会
初
日

か
ら
四
日
間
夕
方
に
、「
壇
上
礼
・
仏
祖

礼
」
と
言
う
仏
様
に
請
い
願
う
礼
拝
の

行
を
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
最
初
が
「
十

者
礼
」
で
す
。 

礼
拝
の
行
に
よ
り
自
分
の
信
心
を
浄

め
る
と
と
も
に
、
未
来
永
劫
に
わ
た
る

ま 

 

 

大般若会での礼拝  

 

一
者
礼
敬
諸
仏 

二
者
称
賛
如
来 

三
者
広
修
供
養 

四
者
懺
悔
業
障 

五
者
随
喜
功
徳 

六
者
請
転
法
輪 

七
者
請
仏
住
世 

八
者
常
随
仏
学 

九
者
恒
順
衆
生 

十
者
普
皆
回
向 

華
厳
経
普
賢
行
願
品
（
十
者
礼
） 

 



                            

僧
階
昇
等
並
び
に
恩
衣
特
許 

 

任 
大
教
師 

（
令
和
四
年
六
月
二
日
付
） 

 

可
被
着
赤
紫
恩
衣 

 

（
令
和
四
年
七
月
二
十
六
日
付
） 

 

昨
年
、
十
九
世
住
職
神
田
英
俊
事
、

右
記
の
通
り
曹
洞
宗
管
長
よ
り
、
僧
階

昇
等
（
大
教
師
）
並
び
に
赤
紫
恩
衣
の

被
着
が
許
可
さ
れ
ま
し
た
。 

       

こ
の
事
に
つ
き
ま
し
て
、
本
年
六
月

十
日
に
厳
修
さ
れ
ま
し
た
当
寺
大
般
若

法
会
に
際
し
、
こ
の
僧
階
昇
等
並
び
に

可
被
着
の
「
赤
紫
恩
衣
」
で
法
要
の
導

師
を
お
勤
め
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
参

列
の
お
檀
家
様
か
ら
後
日
法
衣
に
つ
い

て
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
し
た
。
遅
く

な
り
ま
し
た
が
こ
こ
で
ご
報
告
と
い
た

し
ま
す
。
な
お
、「
僧
侶
の
衣
の
色
」
に

つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
仏
事
の 

  

知
識
６
４
」
で
詳
し
く
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 
 

仏
事
の
知
識 

→
 

 

■
訃
報 

並
槻 

佐
久
間
清
氏
逝
去 

 

九
月
二
十
八
日
（
享
年
八
十
六
）
長
年 

当
寺
筆
頭
総
代
と
し
て
寺
の
護
持
発
展 

に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
平
成
二
十 

二
年
か
ら
四
年
間
第
四
宗
務
所
副
護
持 

会
長
と
し
て
宗
務
所
行
政
に
も
ご
指
導 

い
た
だ
き
ま
し
た
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を 

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

菩
提
寺
と
は 

菩
提
寺
（
ぼ
だ
い
じ
）
と
は
、
先
祖

代
々
の
お
墓
が
あ
っ
た
り
、
寺
の
位
牌

堂
に
は
各
家
の
ご
先
祖
様
が
お
祀
り
し

て
あ
り
、
宗
派
（
当
寺
は
曹
洞
宗
）
の
儀

式
作
法
に
よ
り
葬
儀
や
法
要
を
司
る
お

寺
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
檀
家
と
は
、
そ

の
お
寺
に
属
し
、
年
間
護
持
費
や
布
施

を
す
る
こ
と
に
よ
り
お
寺
を
支
え
て
く

れ
る
家
の
こ
と
で
す
。
寺
檀
和
合
し
て

お
寺
は
存
在
し
ま
す
。
本
来
仏
教
儀
式

と
し
て
の
葬
儀
は
、
僧
侶
が
故
人
の
冥

福
を
祈
り
、
遺
族
が
故
人
と
の
最
後
の

お
別
れ
を
す
る
も
の
で
、
読
経
、
お
焼

香
、
お
戒
名
授
与
等
の
様
々
な
儀
式
を

行
い
納
骨
に
至
る
も
の
で
す
。 

最
近
は
信
仰
心
が
薄
れ
、
宗
教
離
れ

も
あ
り
、
お
寺
が
関
係
し
な
い
公
営
や

民
間
の
霊
園
等
に
お
墓
を
持
つ
人
が
増

え
て
き
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
葬
儀
社
か

ら
の
問
い
合
わ
せ
で
、『
檀
家
さ
ん
で
は

な
い
で
す
が
、
今
亡
く
な
ら
れ
た
方
が

い
ま
す
。
喪
主
の
希
望
で
直
葬
（
火
葬

式
）
で
、
火
葬
後
、
葬
儀
も
お
戒
名
も
な

い
、
読
経
も
な
し
）
で
永
代
墓
に
入
り
た

い
』
と
の
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
金
銭
面 

の
余
裕
が
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う

が
、
『
当
寺
で
は
菩
提
寺
の
宗
旨
（
曹
洞

宗
）
に
帰
依
し
、
仏
弟
子
と
し
て
の
お
戒

名
を
授
け
て
懇
ろ
に
葬
儀
を
執
行
し
ま

す
』
と
伝
え
お
断
り
し
ま
し
た
。 

当
寺
の
永
代
墓
（
寂
光
塔
）
の
申
込
み

に
当
た
っ
て
は
、
墓
地
使
用
規
定
に
よ
り

没
後
に
必
ず
葬
儀
を
執
行
し
、
仏
弟
子
と

な
っ
て
お
戒
名
を
授
与
し
て
か
ら
納
骨

し
ま
す
。 

昨
今
は
お
墓
の
多
様
化
に
よ
り
、
公
営

や
民
間
で
も
樹
木
葬
や
合
祀
墓
と
言
っ

た
誰
で
も
納
骨
で
き
る
お
墓
が
建
立
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
新
た
な
形
式
の
お
墓

が
宗
教
儀
式
の
な
い
、
単
な
る
お
骨
の
最

終
処
分
場
と
な
ら
な
い
よ
う
危
惧
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
集
落
に
墓
地
が
あ
る
檀

家
さ
ん
も
同
様
で
す
。
菩
提
寺
の
住
職
が

必
ず
仏
弟
子
と
し
て
の
葬
儀
式
を
執
行

し
納
骨
し
ま
す
。
菩
提
寺
と
し
て
は
、
連

絡
も
な
し
で
直
葬
で
納
骨
す
る
こ
と
は

認
め
ま
せ
ん
。
ま
た
、
葬
儀
を
出
さ
な
け

れ
ば
菩
提
寺
の
過
去
帳
に
は
記
載
さ
れ

ま
せ
ん
し
、
お
位
牌
も
な
し
で
、
先
祖
と

し
て
の
供
養
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま

せ
ん
。 

 

写経の会  毎月第２日曜 午後１時～３時（１月２月は休会）静かなお寺で功徳を積みましょう。 
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広厳寺研修旅行ご案内 

仙台の名刹輪王寺参拝と 

日本三景松島・秋保温泉の旅 

令和６年５月２３日（木）～２４日（金）（一泊二日） 

旅費 ４万３千円 

 

・物価高で旅費も値上がりしていますが、当寺では旅

行支援割引を実施し、参加される方には旅行当日

3000 円のキャッシュバックがあります。 

・次号にて詳細掲載します。 



                           

□
月
忌
米
・
護
持
費
納
入
の
お
願
い 

 
十
一
月
に
担
当
役
員
さ
ん
よ
り
納
付

書
を
お
届
け
い
た
し
ま
し
た
。
金
額
を

確
認
の
上
役
員
さ
ん
宅
へ
届
け
る
か
、

直
接
お
寺
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
ま
た

納
付
書
が
郵
送
さ
れ
て
い
る
方
は
同
封

郵
便
振
替
用
紙
に
て
お
振
り
込
み
い
た

だ
く
か
、
お
寺
へ
お
持
ち
に
な
っ
て
も

構
い
ま
せ
ん
。
な
お
、
昨
年
ま
で
は
振

り
込
み
確
認
後
に
領
収
書
を
発
行
し
て

い
ま
し
た
が
、
今
回
よ
り
振
替
払
込
受

領
証
を
も
っ
て
領
収
書
の
替
わ
り
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

□
来
年
度
年
回
忌
の
ご
案
内 

 

十
一
月
に
来
年
度
年
回
忌
に
当
た
ら

れ
て
い
る
各
家
に
は
そ
れ
ぞ
れ
郵
送
に

て
ご
案
内
通
知
を
送
付
い
た
し
ま
し
た

の
で
ご
確
認
願
い
ま
す
。
な
お
、
通
知

書
記
載
の
十
一
月
、
十
二
月
中
の
年
忌

に
つ
い
て
は
来
年
の
こ
と
で
す
の
で
お

間
違
え
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
年
忌
読
経
供
養
に
つ
き
ま
し
て

は
日
時
を
検
討
し
て
お
早
め
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
特
に
土
日
は
混
み
合

い
ま
す
。
都
合
で
命
日
よ
り
遅
れ
て
も

差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

工
事
報
告 

▼
六
月
末
を
以
て
貸
し
地
（
当
寺
所
有

宅
地
）
の
一
部
が
返
還
に
な
り
、
今
後
参

拝
者
駐
車
場
と
し
て
使
用
す
る
た
め
お

盆
過
ぎ
か
ら
工
事
を
始
め
て
い
ま
し
た

が
、
十
月
下
旬
に
完
了
い
た
し
ま
し
た
。 

施
工
業
者 

小
野
工
務
店 

  

            

 
 

 
 
 
 

仏
事
の
知
識 

棺
掛
け 

棺
掛
け
（
か
ん
か
け
）
は
棺
覆
い
（
か

ん
お
お
い
）
と
も
言
い
、
ご
遺
体
を
納
め

る
た
め
の
棺
の
上
に
掛
け
る
布
の
こ
と

で
す
。
本
来
は
僧
侶
が
着
用
し
て
い
る
袈

裟
を
用
い
る
。
仏
式
の
葬
儀
で
は
、
故
人

は
出
家
し
て
剃
髪
、
授
戒
、
お
戒
名
が
授

与
さ
れ
、
仏
弟
子
と
し
て
僧
の
身
と
な
っ

て
黄
泉
へ
旅
立
つ
の
で
棺
を
袈
裟
で
覆

う
。
実
際
に
身
に
着
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
棺
の
上
に
掛
け
る
よ
う
に
し
て

い
る
。 

こ
の
棺
掛
け
は
宗
教
に
よ
っ
て
も
違

い
が
あ
り
、
神
式
で
は
死
を
穢
れ
と
す
る

た
め
白
い
布
を
掛
け
て
死
を
清
め
る
意

味
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
十
字
架
が

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
黒
い
布
や
単
な
る
黒

布
を
用
い
た
り
す
る
。
最
近
で
は
布
張
り

棺
や
彫
刻
が
施
さ
れ
た
高
価
な
装
飾
棺

も
出
回
っ
て
お
り
、
見
せ
る
た
め
の
棺
に

な
り
、
葬
儀
社
が
棺
掛
け
を
し
な
い
で
済

ま
す
こ
と
も
あ
る
が
、
本
来
の
棺
掛
け
の

意
味
か
ら
す
れ
ば
ど
ん
な
棺
で
あ
っ
て

も
絶
対
必
要
な
も
の
で
す
。
ち
な
み
に
当

寺
で
は
先
代
住
職
の
着
用
し
た
金
襴
袈

裟
を
棺
掛
け
と
し
て
い
る
。 
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境
内
整
備 

▼
八
月
十
七
日 

墓
地 

花
、
ぼ
ん
ぼ
り

片
付
け 

 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー 

▼
八
月
十
七
日 

柴
橋
川 

寺
側
堤
防

草
刈
り 

 
 

シ
ル
バ
ー
人
材 

▼
八
月
十
八
日 

除
草
剤
散
布
（
墓
地
） 

▼
九
月 

一
日 

 

除
草
剤
散
布
（
墓
地
） 

住
職 

 

●
瑩
山
禅
師
七
百
回
大
遠
忌 

予
修
法
要
（
教
区
主
催
） 

 

十
月
二
日
午
後
三
時
よ
り
西
条
太
總

寺
様
で
は
明
年
七
百
回
忌
を
お
迎
え
す

る
瑩
山
禅
師
様
の
遠
忌
法
要
併
せ
て
両

祖
忌
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。
教
区
寺
院
及

び
檀
信
徒
が
参
加
し
、
両
祖
様
を
お
偲
び

し
お
焼
香
さ
れ
た
。 

●
應
菴
寺
晋
山
結
制
式
修
行 

村
上
市
福
田
、
應
菴
寺
様
で
は
十
月
二

十
一
日
二
十
二
日
の
両
日
、
住
職
稲
垣
裕

明
師
の
晋
山
結
制
式
が
修
行
さ
れ
二
十

七
世
の
法
灯
を
継
が
れ
た
。
併
せ
て
先
住

二
十
六
世
稲
垣
了
禅
大
和
尚
の
七
回
忌

法
要
が
務
め
ら
れ
た
。
本
寺
は
村
上
市
平

林
千
眼
寺
様
（
住
職
神
田
秀
孝
師
・
先
住

忌
導
師
）、
村
上
市
門
前
、
耕
雲
寺
住
職

菊
地
光
彦
老
師
が
西
堂
を
務
め
ら
れ
た
。 

 

寺町 返還跡地（水沢様向かい） 

 

 



                 

 
 

お
寺
か
ら
の
お
願
い 

▼
各
家
位
牌
壇
の
ロ
ウ
ソ
ク
、
お
線
香
に

つ
い
て
、
ロ
ウ
ソ
ク
は
お
寺
で
用
意
し
た

ミ
ニ
ロ
ウ
ソ
ク
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

尚
、
点
灯
し
、
お
参
り
が
済
み
ま
し
た
ら

火
災
予
防
の
為
、
必
ず
火
を
消
し
て
く
だ

さ
い
。
点
し
た
お
線
香
は
香
炉
か
ら
灰
が

こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
真
っ
直
ぐ
に
立
て

る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。 

▼
お
墓
の
自
然
ゴ
ミ
（
枯
れ
枝
、
枯
れ
草
、

枯
れ
た
お
供
え
の
お
花
等
）
は
、
お
寺
で

業
者
に
依
頼
し
て
処
分
し
ま
す
が
、
そ
れ

以
外
の
お
花
を
包
ん
で
あ
っ
た
紙
、
お
墓

掃
除
の
た
わ
し
、
雑
巾
、
洗
剤
容
器
、
ビ

ニ
ー
ル
袋
類
は
捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い
。

各
自
で
持
ち
帰
っ
て
町
内
ゴ
ミ
の
日
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。 

▼
古
い
塔
婆
は
、
参
道
中
程
に
「
古
塔
婆

入
れ
」
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 

▼
あ
さ
が
お
ぼ
ん
ぼ
り
は
八
月
十
三
日

の
夕
、
暗
く
な
っ
て
か
ら
精
霊
様
を
お
迎

え
す
る
た
め
の
灯
り
と
し
て
点
け
る
も

の
で
す
。
昨
今
、
日
中
明
る
い
う
ち
か
ら

の
お
参
り
が
多
く
な
っ
た
の
で
ぼ
ん
ぼ

り
は
不
要
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
最
近
は
立

て
な
い
お
家
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。 

 

広厳寺ホームページ 2000.4 開設 https://www.kogonji.jp/ お寺の情報をご覧ください。QR コード 
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動
物
供
養
塔
（
ペ
ッ
ト
墓
地
） 

動
物
の
お
骨
を
埋
葬
い
た
し
ま
す
。
檀

家
さ
ん
以
外
で
も
納
骨
供
養
で
き
ま
す
。 

寂
光
塔
（
永
代
供
養
墓
地
） 

一
人
暮
ら
し
の
方
、
お
墓
継
承
に
お
悩

み
の
方
、
お
寺
が
永
代
に
わ
た
り
供
養
い

た
し
ま
す
。
広
厳
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

詳
細
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。   

動物供養塔（ペットのお墓） 寂光塔（永代供養合同墓所） 

 

涅
槃
浄
苑
（
個
人
集
合
墓
） 

 
現
在
計
画
中
の
お
墓
は
、「
個
人
集
合

型
合
葬
墓
」
と
言
い
、
①
永
代
供
養
を

希
望
の
方
、
②
檀
家
で
あ
る
が
将
来
が

不
安
で
お
墓
建
立
を
躊
躇
っ
て
い
る
方

③
新
規
檀
家
登
録
さ
れ
る
方
で
も
個
人

の
お
墓
を
持
た
な
く
て
も
自
分
の
家
の

お
墓
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。
そ
の
後

永
代
供
養
に
変
更
も
可
能
で
す
。 

               

近
年
は
、
一
、
経
済
的
に
お
墓
を
維

持
す
る
の
が
難
し
い
、
二
、
子
ど
も
が

地
元
を
離
れ
て
い
る
の
で
お
墓
を
建
て

て
も
継
承
が
で
き
な
い
。
三
、
単
身
で

身
寄
り
が
な
く
後
継
者
が
い
な
い
等

で
。 

 

の
悩
み
や
不
安
を
抱
え
て
い
る
人
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
合
葬
（
集
合
）

墓
は
骨
つ
ぼ
で
安
置
し
ま
す
。
尚
、
永

代
供
養
の
方
は
三
十
三
回
忌
ま
で
は
安

置
し
そ
の
後
合
祀
供
養
に
な
り
ま
す
。 

 

令
和
六
年
度
建
立
予
定
で
す
。
詳
細

は
お
寺
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

 

本
堂
照
明
器
具
の
取
替
え 

本
堂
再
建
（
平
成
二
年
）
か
ら
取
り

付
け
て
あ
っ
た
照
明
器
具
を
こ
の
度
老

朽
化
の
た
め
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
に
取
替
え
ま

し
た
。 

 
 
 

工
事 

中
村
電
気 

 

最
新
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ 

と
て
も
明
る
く 

な
り
ま
し
た
。 

  

 

 

 

 
 


