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年
末
の
ご
挨
拶 

 

檀
信
徒
各
位
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
年
末
に
向
け
て
忙
し
い
毎
日
を

お
過
ご
し
の
こ
と
と
拝
察
し
ま
す
。
ま
た
、

町
内
檀
家
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
て
は
、
世

話
人
さ
ん
を
通
じ
、
護
持
会
会
費
の
前
期

分
納
入
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
を
も
ち

ま
し
て
、
何
と
か
半
年
分
の
伽
藍
護
持
が

出
来
そ
う
で
あ
り
ま
す
。 

 

私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
過
日
「
尿
酸

値
が
高
い
よ
」宣
告
を
、医
師
か
ら
受
け
、

そ
れ
か
ら
二
週
間
も
し
な
い
う
ち
に
、
痛

風
発
作
を
発
症
し
、
み
ご
と
痛
風
の
仲
間

入
り
を
し
ま
し
た
。
痛
風
患
者
の
諸
先
輩

方
に
は
、
新
参
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま

た
痛
風
予
備
軍
の
皆
さ
ま
に
は
、“待
っ

て
い
ま
す
よ
、
早
く
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し

ゃ
い
”と
、
ご
挨
拶
を
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

 

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
お
酒
は

飲
め
な
い
、
か
に
・
う
に
・
い
く
ら
を
は

じ
め
と
し
て
、
お
い
し
い
も
の
が
一
切
食

べ
ら
れ
な
い
と
い
う
、
と
て
も
不
憫
で
、

供
養
の
し
が
い
の
な
い
和
尚
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
事
を
ご
報
告
し
、
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
（
泣
）。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
栗
隆
博 

拝 
 

「
檀
信
徒
」
考 

 

先
日
、
東
海
地
区
で
の
僧
侶
向
け
の
法

話
研
修
会
に
参
加
し
た
時
の
こ
と
で
す
。

代
表
者
何
名
か
の
法
話
実
演
が
行
わ
れ
、

そ
の
中
で
、
あ
る
発
表
者
が
法
話
中
に
、

何
度
か
「
お
檀
家
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
講
師
を
お
勤
め

の
老
師
が
、「
貴
師
は
な
ん
ど
か
『
お
檀

家
さ
ん
』
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
が
、
現
在
は
そ
の
表
現
は
正
し
く

あ
り
ま
せ
ん
。
正
し
く
は
『
檀
徒
さ
ん
』

と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
信
仰
と
は
家
の
も
の
で
は
な
く
、
個
人

の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。」
と
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
た
し
か
八
十
歳
は
超
え
て

お
ら
れ
る
と
い
う
老
師
の
こ
の
言
葉
に
、

私
は
か
な
り
驚
き
、
そ
し
て
多
少
の
違
和

感
を
感
じ
ま
し
た
。 

 

確
か
に
、
憲
法
二
十
条
に
あ
る
信
教
の

自
由
は
、
個
人
を
前
提
と
し
て
お
り
ま
す

し
、
個
人
の
権
利
を
先
に
立
て
た
場
合
、

こ
の
考
え
方
に
も
一
理
あ
る
と
言
え
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
我
が
国
の
、
特
に
仏

教
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
祖
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を
家
単
位
で
お
祀
り
し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
ご
先
祖
様
が
や
が
て
各
家
の
守
護

神
と
な
ら
れ
る
と
い
う
不
文
律
の
思
想

を
も
と
に
し
て
、
小
さ
く
は
家
、
大
き
く

は
地
域
社
会
、
国
家
が
成
り
立
っ
て
き
て

お
り
ま
し
た
。 

 

ち
な
み
に
、
新
興
宗
教
や
キ
リ
ス
ト
教

系
の
諸
宗
教
で
は
、
個
人
の
強
烈
な
信
仰

を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
に
、
檀
家
と
い

う
概
念
が
な
く
、
常
に
個
人
信
者
を
計
数

し
ま
す
。た
だ
し
、そ
れ
ら
の
一
部
に
は
、

家
族
単
位
で
の
帰
依
を
強
い
る
も
の
も

あ
り
、
そ
の
際
に
は
個
人
の
信
仰
に
強
制

的
に
踏
み
込
む
た
め
に
、
家
族
間
で
の
さ

ま
ざ
ま
な
軋
轢
が
生
ず
る
場
合
が
ま
ま

あ
り
ま
す
。 

 

一
方
、
伝
統
教
団
で
の
檀
家
制
度
に
つ

い
て
は
、
ご
先
祖
様
の
お
祀
り
を
家
の
者

全
体
で
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
と
き
に
お
年
寄
り
に
す
べ
て
を

“押
し
つ
け
”て
、
若
い
人
た
ち
は
無
関
心

を
決
め
込
む
と
い
う
、
と
て
も
切
な
い
問

題
が
と
き
に
発
生
し
ま
す
。 
 

当
山
と
し
ま
し
て
は
、
檀
家
と
信
徒
の

概
念
を
こ
こ
で
以
下
の
ご
と
く
明
確
化

し
、
仏
教
徒
の
あ
る
べ
き
姿
の
敷
衍
に
つ

と
め
た
く
思
い
ま
す
。 

 

先
ず
は
、“檀
家
”と
は
、
と
く
に
先
祖

供
養
を
前
提
と
し
て
、
家
単
位
で
お
寺
と

お
付
き
合
い
頂
く
こ
と
を
基
本
と
し
ま

す
。
そ
れ
に
加
え
、
ご
先
祖
様
の
居
な
い

新
家
や
、
ほ
か
に
菩
提
寺
は
あ
っ
て
も
、

個
人
で
関
係
し
た
い
と
い
う
方
々
に
は
、

“信
徒
”と
し
て
お
付
き
合
い
頂
く
こ
と

が
で
き
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
“檀
信
徒
”。

と
申
し
ま
す
。 
 

し
た
が
い
ま
し
て
、
自
法
寺
の
檀
家
各

家
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ご
家
庭
で
一
丸
と
な
っ
て
、
ご

先
祖
様
を
お
祀
り
す
る
と
い
う
意
識
と

姿
勢
を
持
ち
続
け
て
頂
き
ま
す
よ
う
に

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
今
後
は
、

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
明
確
に
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
、“信
徒
”の
受
け
皿
作
り
に
も

努
め
て
い
き
た
く
思
い
ま
す
。 

 

「
自
灯
明
法
灯
明
」
そ
の
二 

 

※
紙
面
不
足
の
た
め
、
次
号
掲
載
。 

 

 

行
事
予
定 

◎
年
末
除
夜
法
会 

新
年
祈
祷
会 

 

左
記
の
通
り
、
除
夜
法
会
を
行
い
ま
す
。

紅
白
歌
合
戦
の
観
戦
な
ど
、
何
か
と
忙
し

い
と
は
思
い
ま
す
が
、
紅
白
終
了
後
に
ぜ

ひ
、
ご
参
拝
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申

し
上
げ
ま
す
。
除
夜
の
鐘
を
お
つ
き
頂
い

た
方
に
は
記
念
品
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
た
毎
年
正
月
三
が
日
は
、
毎
日
ご
祈

祷
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
例
年
ほ
と
ん
ど

お
参
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
地
味

に
し
っ
か
り
お
勤
め
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
初
詣
が
て
ら
お
参
り
下
さ
い
。

ま
た
別
紙
案
内
の
通
り
、
本
年
よ
り
新
年

祈
祷
札
を
お
申
し
込
み
頂
け
ま
す
の
で
、

ご
活
用
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 

記 

平
成
二
五
年
一
二
月
三
一
日
（
火
） 

 

二
三
時
四
五
分
〜
除
夜
法
会 

 

平
成
二
六
年
一
月
一
日
〜
三
日 

 
 

一
〇
時
半
〜 

修
正
会
祈
祷 

◎
金
曜
坐
禅
会 

 

参
加
者
募
集
中
で
す
。
ふ
る
っ
て
ご
参

加
下
さ
い
。 


