
（収入）
前年度繰越金 858,804
会費（世話人集金） 1,310,000
会費（町外檀家） 485,500
雑収入 10

2,654,314

（支出）
宗務費 612,790
通常総会 160,150
役員総会 16,830
梅花流助成金 100,000
慶弔費 120,000
事務費 23,099
雑費 7,902

1,040,771

収入合計 2,654,314
支出合計 1,040,771
次年度繰越金 1,613,543

積立金 6,000,000

残
暑
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

暦
の
上
で
は
秋
と
は
申
せ
暑
い
盛
り
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

近
年
の
気
候
変
動
は
、
世
界
的
に
も

問
題
視
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
影
響

は
、
異
常
気
象
や
大
気
汚
染
、
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
を
脅
か
す
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ

て
す
で
に
健
康
に
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

日
常
を
暮
ら
す
我
々
の
生
活
の
中
に
健
康
第
一

と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、
人
は
誰

し
も
健
康
で
幸
福
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
も
し
も
、
他
人
は
と
も
か
く
自
分

だ
け
は
幸
福
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
と
し

た
ら
、
そ
の
人
は
絶
対
に
幸
福
に
は
な
れ
ま
せ

ん
。
争
い
、
憎
し
み
、
そ
ね
み
と
い
っ
た
す
べ

て
こ
の
世
の
不
幸
の
元
は
、
み
な
人
間
が
自
分

の
幸
福
だ
け
を
願
う
そ
の
利
己
心
か
ら
起
き
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

高
祖
道
元
禅
師
様
は
修
証
義
と
い
う
経
典
の

中
で

自
未
得
度
先
度
他
の
心
を
発
す
べ
し

と
お
さ
と
し
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
自
分
の
幸
福
は
さ
て
お
い
て

も
、
世
の
為
に
尽
く
そ
う
と
い
う
仏
心

に
生
き
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
社
会
的
地

位
や
人
生
の
運
不
運
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
人
が
仏
心
を
お
こ
し
た
そ
の
時
に

そ
こ
に
本
当
の
幸
福
が
あ
る
と
い
う
教

え
を
説
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
幸
福
と
は
、
い
つ
く
し
み
合
い
、
よ
ろ

こ
び
合
い
、
感
謝
し
合
う
、
美
し
い
心
を
持
つ

こ
と
で
す
。

光
陰
は
矢
よ
り
も
迅
か
な
り

今
年
も
残
り
四
ヶ
月
、
壇
信
徒
す

べ
て
の
皆
様
が
幸
福
で
あ
る
こ
と

を
切
に
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

三
十
世
住
職

轟

省
吾

第
十
四
回
雲
林
寺
護
持
会
親
睦
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
の
お
知
ら
せ

十
月
十
四
日
（
月
）

壇
信
徒
の
皆
様
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

護
持
会
た
よ
り

日
頃
よ
り
雲
林
寺
護
持
会
の
活
動
に
ご

理
解
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

世
話
人
の
交
代
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
御

報
告
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

大
津
地
区
の
櫻
井
敏
雄
様
が
退
任
さ
れ
、

新
任
に
櫻
井
雅
和
様
、

北
軽
井
沢
地
区
の
宮
田
満
様
が
退
任
さ
れ
、

西
山
義
夫
様
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
櫻
井

敏
雄
様
、
宮
田
満
様
に
は
長
き
に
渡
り
護

持
に
ご
尽
力
頂
き
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

六
月
二
十
四
日
、
浅
間
酒
造
に
て
通
常

総
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

令和6年８月発行
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2月3日 節分祈祷会

季節の変わり目には気圧や気温の急な変化によって体調

を崩す方が多くおります。

昔においても例外ではなく、季節の節目にあらわれる体

調の変化を、邪気が取り付くせいだと考えたのでしょう。

そこで、とくに1年の始まりともいえる立春の前日に祈

祷をすることで、以後1年間の無病息災や家内安全を

祈ったのです。皆様にとって福多き年であるよう、お祈

り致しました。

3月20日 草木原観音堂角塔婆入魂式
三原郷札所16番でもある草木原観音堂の角塔婆に観音経

（かんのんぎょう）の一節を書かせて頂きました。

12月31日 除夜の鐘

お寺では1年間を振り返って感謝の気持ちを表す

「除夜法要」という、その年最後の法要を勤めま

す。

除夜の鐘を鳴らすのも、その法要の一つ。

大晦日から新しい年への引継ぎを行う大切な儀式

なのです。

1月2日 新年祈祷会
新年祈祷会では檀家様全てにお配りする御札、

お守りの御祈祷をします。御祈祷しました御札は、

年頭のご挨拶まわりで各檀家様へお届けし、遠方

の方は、郵送いたします。

今年の新年祈祷会では参加された皆様に「般若

心経」をご一緒にお唱えして頂きました。

令
和
6
年
前
期

活
動
報
告

4月27日 大般若法要
大般若会は、雲林寺の行事の中で最も動きのある

行事ですから、是非多くの方に観て頂きたい法要

です。

全６００巻に及ぶ大般若波羅蜜多経（だいはんにゃ

はらみったきょう）というお経の書かれた本を使っ

て檀信徒皆様の御安寧を祈願をする法要です。

海外よりご来山
６月２４日、台湾よ

りバレーボール選手

の団体、チャイニー

ズタイペイの皆様が

来山されました。

台湾電力がスポン

サートとなるナショ

ナルチームです。

７月１６日、長野原

町の姉妹都市である

リビングストン市

（米国・モンタナ

州）より交換留学生

と引率の方１０名が

来山し、御焼香や書

道、箏の演奏を体験

されました。

（
観
音
経
よ
り
一
節
）

広
大
智
慧
観

念
彼
観
音
力

観
音
菩
薩
を
信
じ
、
一
心

に
「
観
音
力
」
と
念
ず
れ

ば
、
観
音
様
が
現
わ
れ
て

そ
の
力
を
以
っ
て
た
ち
ど

こ
ろ
に
苦
境
か
ら
救
っ
て

下
さ
る
で
し
ょ
う
。



　　梅
花
流
た
よ
り

四
年
間
の
休
会
に
よ
り
久
し
ぶ
り
と
な
っ
た
梅
花
特

派
布
教
巡
回
が
六
月
十
一
日
、
雲
林
寺
を
会
場
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
教
区
長
の
應
永
寺
様
を
は
じ
め
、
第
六

教
区
の
御
寺
院
様
、
奥
様
、
講
員
の
皆
様
の
ご
協
力
を

頂
き
、
九
時
半
よ
り
十
五
時
ま
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
勉
強
会
は
毎
年
、
師
範
の
先
生
の
個
性
的
な
教

え
が
楽
し
い
の
で
す
が
、
今
回
の
大
野
道
源
師
範
（
島

根
県
桐
岳
寺
住
職
）
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
喉
の
調
子

が
思
わ
し
く
な
く
、
病
院
に
て
治
療
中
と
の
こ
と
で
し

た
。
自
分
の
声
が
出
ず
ら
く
な
っ
て
、
心
か
ら
そ
の
人

の
辛
さ
、
痛
み
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
お
話
し

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
先
生
の
お
話
し
に
講
員
さ
ん

も
共
感
し
、
こ
の
勉
強
会
が
終
わ
る
こ
と
を
と
て
も
残

念
に
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
い
つ
の
日
か
ど
こ
か
で
お

目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ら
先
生
の
朗
々
と
し

た
お
声
を
聴
講
し
た
い
も
の
で
す
。

残
暑
の
折

七
月
八
日
高
崎
の
向
雲
寺
様
に
て
上
級

者
検
定
が
行
わ
れ
、
雲
林
寺
講
よ
り
中
沢
至
子
様
、
渡

辺
し
ず
子
様
が
二
級
教
範
を
受
験
さ
れ
、
見
事
合
格
な

さ
い
ま
し
た
。
お
二
方

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

轟

美
代
子

杉
の
枝
を
伐
採

一
月
、
樹
齢
約
二
〇
〇
年
に
な
る
参
道
の
杉
の

枝
を
伐
採
し
、
参
道
が
明
る
く
な
り
ま
し
た
。

お
寺
の
灯

電
気
照
明
が
無
か
っ
た
昔
、
儀
式
を
行
う
際
ろ
う
そ

く
の
火
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

ろ
う
そ
く
の
温
か
み
の
あ
る
火
を
眺
め
て
い
る
と
、
自

然
と
私
達
の
心
も
落
ち
着
く
も
の
で
す
。

時
代
は
変
わ
り
、
周
囲
の
環
境
が
明
る
く
な
っ
た
現
代
、

お
寺
の
照
明
は
ろ
う
そ
く
だ
け
で
は
暗
く
な
り
す
ぎ
ま

し
た
。

特
に
お
寺
に
慣
れ
て
い
な
い
人
は
、
暗
す
ぎ
る
の
は
不

安
に
感
じ
る
し
、
そ
も
そ
も
、
う
す
暗
い
お
寺
に
は
あ

ま
り
近
づ
き
た
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

温
か
み
が
あ
り
な
が
ら
、
暗
す
ぎ
ず
、
明
る
す
ぎ
な
い

ろ
う
そ
く
の
よ
う
な
灯
（
あ
か
り
）

ろ
う
そ
く
の
灯
り
は
あ
の
世
と
こ
の
世
の
架
け
橋
に

な
っ
て
く
れ
ま
す
。

お
盆
に
仏
壇
に
ろ
う
そ
く
の
火
を
灯
す
と
、
ご
先
祖
様

や
故
人
が
迷
う
こ
と
な
く
現
世
に
帰
っ
て
来
ら
れ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

有
名
な
仏
教
行
事
で
あ
る

「
精
霊
流
し
」
は
、
お
盆
に

戻
っ
て
来
た
先
祖
を
再
び
浄

土
に
無
事
に
送
り
だ
す
た
め

の
も
の
で
す
。

ま
た
、
ろ
う
そ
く
の
火
は
、

光
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
あ
ら

わ
に
な
っ
た
私
達
の
邪
念
や

煩
悩
を
払
い
去
っ
て
く
れ
る

と
言
い
ま
す
。

ろ
う
そ
く
の
火
の
暗
闇
を
照

ら
す
力
は
邪
気
を
払
い
、
私

達
の
周
囲
の
不
浄
や
汚
れ
を

浄
め
て
く
れ
る
の
で
す
。

お
寺
に
あ
る
べ
き
灯
（
あ
か
り
）
を
求
め
、
こ
の
度
、
本

堂
の
照
明
を
一
新
致
し
ま
し
た
。

←スポットライトを当てて、段

階的な光を作ってみました。

照明の向きを変える事ができる

ので、法事の時は御本尊様、亡

くなられた故人様の遺影にス

ポットライトを当てます。

↑用途により灯の色味を変える事がで

きます。

感
謝
録

田
村
俊
樹
様

本
堂
の
照
明
一
式
を
ご
寄
付

い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

雲林寺梅花講員を募集しております。

まずは見学からお気軽にお声かけ下さい！

あ
か
り



お
寺
は
そ
の
昔
、
お
年
寄
り
や
子
ど
も
の
た
め
の
福
祉

施
設
で
し
た
。
朝
と
夕
方
に
鐘
を
鳴
ら
し
1
日
の
始
ま
り

と
終
わ
り
を
知
ら
せ
て
い
ま
し
た
。

学
校
の
チ
ャ
イ
ム
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
時
間
を

知
ら
せ
る
の
が
も
と
も
と
の
お
寺
の
鐘
の
意
味
で
し
た
。

鐘
の
下
に
は
な
ぜ
か
大
き

な
穴
が
あ
り
ま
す
。

あ
き
ら
か
に
意
図
的
に
造

ら
れ
た
穴
で
、
4
0
㎝
の

正
方
形
で
す
。

こ
の
穴
は
能
楽
堂
の
舞
台

に
ヒ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

「
夕
焼
け
小
焼
け
で
日
が
暮
れ
て
、

山
の
お
寺
の
鐘
が
鳴
る
…
」

ほ
と
ん
ど
の
お
寺
の
境
内
に

は
大
き
な
鐘
が
ぶ
ら
下
が
っ

て
い
ま
す
。
お
寺
イ
コ
ー
ル
鐘
、

の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
よ
う
で
す
。

こ
の
大
き
な
鐘
を
梵
鐘
（
ぼ
ん

ん
し
ょ
う
）
と
呼
び
、
梵
鐘
を
撞

く
建
物
を
鐘
楼
堂
（
し
ょ
う
ろ
う

ど
う
）
と
呼
び
ま
す
。
で
は
な
ぜ
、

お
寺
に
は
大
き
な
鐘
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
？

雲
林
寺
の
鐘
楼
鐘

鐘
の
上
の
表
面
に
は
何
や

ら
デ
コ
ボ
コ
し
た
突
起
が
付

い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
「
乳(

に
ゅ
う)

」
と
呼

び
ま
す
。

や
は
り
梵
鐘
の
音
響
効
果
を

高
め
る
た
め
の
も
の
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

煩
悩
の
数
と
同
じ
く
「
乳
」

が
1
0
8
個
並
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

仏
の
髪
の
毛
、
螺
髪(

ら
ほ
つ)

を
か
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

鐘
そ
の
も
の
が
仏
様
の
姿
と

重
な
っ
て
見
え
ま
せ
ん
か
？

鐘
を
つ
く
「
撞
木(

し
ゅ
も

く)

」
が
当
た
る
部
分
を
「
撞

き
座(

つ
き
ざ)

」
と
い
い
ま
す
。

そ
の
周
り
を
飾
っ
て
い
る
の

は
、
蓮
（
は
す
）
の
花
で
す
。

蓮
（
は
す
）
は
、
泥
水
の
中
で

も
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
こ

と
か
ら
、
煩
悩
に
汚
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
仏
の
悟
り
を
表
し

て
い
る
の
で
す
。

能
楽
堂
の
舞
台
の
床
下
に
は
、
地
面
に
数

か
所
穴
が
掘
ら
れ
、
そ
こ
に
大
き
な
甕

（
か
め
）
が
い
く
つ
も
置
か
れ
て
い
る
の

で
す
。
こ
れ
は
舞
台
の
音
響
条
件
を
良
く

し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

遠
く
ま
で
音
を
響
か
せ
て
い
る
の
で
す
。

お
寺
の
鐘
も
同
じ
で
、
で
き
る
だ
け
音
を

遠
く
に
響
か
せ
た
い
た
め
、
下
に
穴
が
掘

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

鐘
の
音
は
古
く
か
ら
仏
の
声
だ
と

い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
低
く
重
い
響

き
が
特
徴
で
す
。

低
い
響
き
を
生
み
出
す
秘
密
は
、
鐘

の
厚
み
に
あ
り
ま
す
。
7
㎝
あ
り
ま

す
。

こ
の
厚
み
が
低
音
を
生
み
出
す
の
で

す
。鐘
の
表
面
に
は
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
た
文

字
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

こ
の
文
字
は
銘
（
め
い
）
と
言
い
、
鐘
が
作
ら
れ
た

由
来
や
ご
利
益
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

旧
梵
鐘
は
一
八
三
六
年
九
月
、
十
八
世
古
韻
雲

松
大
和
尚
の
代
、
横
壁
の
萩
原
太
良
右
衛
門
氏

の
寄
進
で
郡
内
勅
許
鋳
物
師
（
い
も
の
し
）

小
島

七
右
衛
門
の
鋳
造
に
な
る
爾
末

久
し
く
大
衆
随
喜
の
法
器
な
り

し
が
昭
和
十
八
年
九
月
戦
争
の

為
献
納
せ
り
今
回
講
和
成
立
に

よ
り
再
鋳
を
発
願
す
る
や
衆
亦

賛
し
こ
こ
に
再
鋳
な
る
是
覚
に

佛
祖
の
冥
佑
と
檀
徒
の
熱
盛
な

る
協
力
の
賜
り
な
り
記
し
て
後

世
に
傳
ふ

昭
和
二
十
八
年
九
月

二
十
八
世
大
慈
提
三
謹
識

と
記
し
て
あ
り
ま
す
。

当
時
の
総
代
と
世
話
人
の
お
名
前
が
あ
り
ま

す
。

し
ょ
う

ろ
う

ど
う

総
代

長
谷
川
四
郎

野
口
鶴
三
郎

山
口
壽
足

櫻
井

武

櫻
井
東
介

宮
崎
要
三

世
話
人

萩
原
和
辰

萩
原

宗

星
河
鯛
一
郎

冨
澤
喜
四
郎

唐
澤
元
義

野
口
弥
三
郎

田
村

学

小
林
覚
治
郎

小
林
誠
一
郎

浅
沼
久
太
郎

浅
見
岩
雄

佐
藤
初
枝

櫻
井
八
重
八

湯
本
武
雄

塩
野
要
三

篠
原
源
治
郎

篠
原
仙
太
郎

当
時
の
壇
信
徒
皆
様
の
ご
協
力
が
あ
っ
て
の

梵
鐘
、
鐘
な
の
で
す
。

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、

諸
行
無
常
の
響
き
あ
り

一
度
鳴
る
と
必
ず
そ
の
音
は
厳
か
に
消
え

て
い
く
…

こ
れ
ぞ
無
常
の
響
き
で
あ
る
と

平
家
物
語
で
は
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

生
ま
れ
て
は
日
々
年
老
い
、
こ
の
世
に
は
同

じ
で
あ
る
こ
と
が
継
続
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。


