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今
年
も
早
い
も
の
で
お
盆
の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
一
昨
年
よ
り
進
め
て
ま

い
り
ま
し
た
各
事
業
で
す
が
、
昨
春
か
ら
の
会
館
庫
裡
改
築
工
事
の
完
成
を
も

ち
ま
し
て
全
て
終
え
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
も
檀
信
徒
皆
様
の
ご
理
解
、

ご
尽
力
の
賜
物
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
十
月
七
日
・
八
日
の
大
法
要
も

近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
追
っ
て
ご
案
内
送
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

こ
の
留
辺
蘂
も
六
十
五
才
以
上
の
方
が
約
四
十
五
％
と
い
う
統
計
数
字
が
出

て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
日
本
全
体
の
少
子
高
齢
化
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
か

ら
、
自
分
た
ち
だ
け
と
嘆
く
訳
に
も
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
数
字
以
上
に
家
族
・

地
域
の
繋
が
り
が
弱
ま
っ
て
、
家
単
位
で
の
孤
立
化
と
い
う
の
は
顕
著
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
「
傾
聴
」と
い
う
言
葉
が
注
目
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

悩
み
に
答
え
で
返
す
こ
と
よ
り
も
、
た
だ
近
く
で
聞
い
て
共
感
し
て
欲
し
い
、

寄
り
添
う
心
と
い
う
も
の
が
こ
れ
か
ら
大
切
に
な
っ
て
く
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

 
 

こ
れ
か
ら
の
時
代
、
自
分
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
、
認
め
て
く
れ
る
存
在
ほ

ど
、
心
の
支
え
に
な
る
も
の
は
無
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
達
は
気
付
い
て

　

平
成
二
十
八
年
四
月
よ
り
始
め
て
お
り
ま
し
た

庫
裡
会
館
改
築
工
事
が
約
十
ヶ
月
の
工
期
を
経

て
、
無
事
に
完
成
致
し
ま
し
た
。
大
広
間
で
は
百

人
程
が
参
詣
可
能
で
、
備
え
付
け
の
祭
壇
を
用
意

し
て
お
り
法
事
や
葬
儀
の
受
け
入
れ
も
以
前
よ
り

出
来
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
更
に
駐
車
場

増
設
、
境
内
整
備
等
に
よ
っ
て
、
檀
信
徒
皆
様
の

お
参
り
が
よ
り
快
適
に
出
来
る
も
の
と
思
い
ま

す
。　

な
い
だ
け
で
誰
か
に
支

え
ら
れ
、
そ
し
て
誰
か

を
支
え
て
い
る
は
ず
で

す
。
「
た
っ
た
一
度
の

人
生
を
自
分
一
人
の
為

に
使
う
の
は
も
っ
た
い

な
い
。
」
そ
う
思
い
た

い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

 

合 

掌

お
寺
の
動
き

大雄寺行事予定

８月 16 日　孟蘭盆施食会 

　　　　　 新亡施食会  午前 11 時より

　　　　　 一般施食会　午前 11 時半より

９月 23 日　秋彼岸会　  午後１時より

10 月 ７ 日　四世晋山結制・三世三回忌

　　 ８ 日　庫裡会館落慶大法要

　　　 

10 月 17 日　成道会　　  正午 12 時より

３月 21 日　春彼岸会　  午後１時より

又は 20 日　

今年度に限り中止

平成 29 年７月１日　　第８号〈１〉

か
け
る

平
成
二
十
九
年
度
役
員
・
世
話
人

住
職　
　

米
田
憲
人

総
代　
　

戸
田
健
司(

大
富)

　
　
　
　
　

世
話
人　

小
熊
正
三(

旭
中
央)

　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　

佐
々
木
勝
太
郎(

豊
金)

　
　
　

仝　
　
　

木
幡
和
清(

旭
中
央)

　
　
　
　

仝　
　
　

吉
村
義
正(

北
見
市)

仝　
　
　

井
上
勝
昭(

旭
三
区)

世
話
人　

安
藤
祐
太
郎(

上
町)

仝　
　
　

佐
川
和
則(

旭
南)

仝　
　
　

渋
谷
恒
壱(

秋
田)

仝　
　
　

工
藤
良
二(

宮
下)

仝(

監
査)

荒
木
正
憲(

旭
一
区)

仝(

監
査)

尾
関
昭
夫(

北
見
市)

　
　
　

住 

職 
挨 
拶

境内整備 ・会館庫裡改築

寄付金進捗状況

記帳額（382 人記帳）

９,４５３万円

納入額

８,７２０万円

平成 29 年７月１日現在

け
い
ち
ょ
う

新しくなった庫裡・会館

晋
山
結
制
の
様
子
（
平
成
二
十
一
年
・
当
山
に
て
）

庫
裡
会
館
改
築
工
事
完
成



仏 
事 

Ａ
 

Ｑ

知
っ
て
る
つ
も
り
で
も
、
わ
か
ら
な

い
こ
と
が
多
い
仏
教
用
語
・
作
法
も

あ
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
Ｑ
＆
Ａ
の

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
し
た
。

編
集
後
記

＆

一
緒
に
供
養
を
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
妻
を
一
昨
年
に

亡
く
し
ま
し
た
が
、
二
人
の
居
な
い
寂
し
さ
、
悲
し
さ
に
も
少
し

づ
つ
慣
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

妻
は
何
か
を
始
め
る
と
手
を
抜
く
こ
と
が
出
来
な
い
性
格
で
し

た
。
朝
の
お
参
り
に
は
般
若
心
経
を
必
ず
お
唱
え
す
る
の
が
日
課

で
、
そ
の
他
に
も
庭
の
花
の
手
入
れ
、
料
理
、
孫
の
世
話
、
趣
味

の
木
工
等
、
ほ
と
ん
ど
妻
の
務
め
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
が

見
て
も
と
て
も
上
手
な
も
の
で
し
た
。

　

そ
ん
な
何
気
な
い
日
常
を
送
っ
て
い
た
中
、
妻
が
六
十
歳
の
誕

生
日
を
迎
え
た
頃
に
大
腸
が
ん
が
見
つ
か
り
、
癌
と
の
闘
い
の

日
々
が
始
ま
り
ま
し
た
。
抗
が
ん
剤
の
副
作
用
、
体
の
冷
え
、
寒

さ
と
の
闘
い
、
そ
の
中
で
体
力
も
弱
っ
て
き
て
ケ
ガ
を
す
る
事
も

多
く
、
二
重
の
闘
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
弱
音
を
吐
く

こ
と
無
く
、
孫
の
成
長
を
一
番
の
楽
し
み
に
し
て
、
最
後
ま
で
一

日
一
日
懸
命
に
生
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

支
え
て
く
れ
た
家
族
や
親
戚
の
方
々
に
は
感
謝
し
て
い
ま
す
。

今
は
毎
朝
、
息
子
と
妻
に
手
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は

妻
の
残
し
た
花
の
手
入
れ
を
す
る
の
が
私
の
仕
事
と
思
い
、
頑

張
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

～ 

心
の
た
す
き 

～ 

～ 

心
の
た
す
き 

～ 

「
妻
と
息
子
に
」　
　

　

初
夏
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
一
月
に
妻
の
三
回
忌
法
要

を
無
事
に
済
ま
せ
ま
し
た
。
息
子

を
若
く
し
て
亡
く
し
、
そ
の
寂
し

さ
か
ら
犬
を
飼
い
、
永
年
、
妻
と

　

旭
一
区　

北
林　
　

勇

▼　

今
事
業
を
通
し
特
に
感
じ

た
の
は
、
歴
代
住
職
と
壇
信
徒

皆
様
の
ご
先
祖
と
の
繋
が
り
の

強
さ
で
あ
り
ま
し
た
。
自
分
は
そ
の
積
み
重
ね
て
き
た
モ
ノ

を
形
に
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
そ
ん
な
気
持
ち
で
あ
り
ま

す
。
今
度
は
自
分
が
将
来
の
為
に
何
を
残
せ
る
か
、
一
つ
一

つ
焦
ら
ず
、
だ
け
ど
も
着
実
に
。　
　
　
　
　
　

住
職

　

十
月
七
日
、
八
日
の
大
法
要
に
て
住
職
が
大
雄
寺
ま
で
行

列
を
組
ん
で
行
進
す
る
際
、
そ
れ
を
華
や
か
に
彩
る
お
稚
児

さ
ん
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
衣
装
・
写
真
撮
影
は
お
寺
で
用

意
し
ま
す
の
で
、
宗
派
・
年
齢
性
別
問
わ
ず
の
た
く
さ
ん
の

参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
日
程
等
、
詳
し
く
は
お
寺

ま
で
。 お

稚
児
さ
ん
募
集
し
て
い
ま
す

お
稚
児
さ
ん
募
集
し
て
い
ま
す

平成 29 年７月 1日　　第８号〈２〉

Ｑ　

こ
の
度
行
わ
れ
る
十
月
七
日
、
八
日
の
法
要
と
い
う
の
は
、 

　
　

ど
ん
な
お
参
り
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

Ａ　

今
度
の
法
要
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
て
の
お
参
り
と
な
っ
て

い
ま
す
。
一
つ
目
が
現
住
職
の
晋
山
結
制
法
要
（
襲
名
披
露
）
、

二
つ
目
が
先
代
の
三
回
忌
法
要
、
三
つ
目
が
庫
裡
会
館
落
慶
法
要

で
す
。
こ
の
中
で
主
と
な
る
お
参
り
は
晋
山
結
制
法
要
で
、
住
職

が
お
寺
に
入
る
た
め
の
儀
式
で
す
。
「
晋
」
と
は
進
む
の
意
味
で
、

「
山
」
と
は
お
寺
の
こ
と
で
す
。
住
職
は
そ
の
式
の
中
で
、
本
堂

や
諸
堂
の
仏
さ
ま
に
報
恩
感
謝
の
ま
こ
と
を
さ
さ
げ
ま
す
。

　

ま
た
そ
の
式
は
修
行
僧
を
集
め
、
結
制
修
行
を
し
て
自
ら
の
法

の
教
え
を
宣
揚
す
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。
お
寺
に
と
っ
て
も
壇
信

徒
皆
様
に
と
っ
て
も
一
世
一
代
の
機
会
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
た

く
さ
ん
の
方
の
お
手
伝
い
、
お
参
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

Ｑ　

そ
れ
で
は
そ
の
お
参
り
の
時
の
服
装
や
、
お
布
施
等
は
決　

　
　

ま
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

Ａ
．
服
装
は
特
に
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
正
確
に
言
え
ば
襲
名

披
露
や
落
慶
法
要
は
お
祝
い
の
お
参
り
、
先
代
の
三
回
忌
は
法
事

の
お
参
り
と
な
り
ま
す
。
そ
の
都
度
、
着
替
え
る
の
も
難
し
い
の

で
、
ど
ち
ら
に
も
参
列
出
来
そ
う
な
落
ち
着
い
た
服
装
で
あ
れ
ば

構
い
ま
せ
ん
。
ま
た
お
布
施
等
も
お
祝
い
と
香
典
に
分
け
て
も
構

い
ま
せ
ん
し
、
お
布
施
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

金
額
等
も
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
大
法
要
を
営
む
に
は
皆
様
の

喜
捨
が
不
可
欠
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

ち　

ご

稚児行列の様子
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