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今年、 令和７年１月から、

「手配り」 は縮小しました。

「山門」 にかわら版を
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ご自由にお取りください。

ご協力、 よろしくお願いいたします。
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皆
さ
ん
、
今
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
寒
い
日

が
続
き
ま
す
。
コ
ロ
ナ
や
イ
ン
フ
ル

に
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用
語
。
そ
れ

だ
け
日
本
人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

自
由
奔
放
、
勝
手
気
ま
ま
に
振
る

舞
っ
て
い
る
と
、
「
図
に
乗
る
な
」
と

怒
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

「
図
に
乗
る
」
も
仏
教
用
語
で
す
。
お

経
の
唱
え
方
に
因
ん
だ
仏
教
用
語
で

す
。

　

多
く
の
お
経
に
は
音
階
も
節
も
な

く
、
一
本
調
子
で
棒
読
み
の
よ
う
に

淡
々
と
唱
え
る
の
が
普
通
で
す
。
同

じ
高
さ
の
音
階
で
唱
え
続
け
、
高
く

な
っ
た
り
低
く
な
っ
た
り
し
な
い
の

が
お
経
の
一
般
的
な
唱
え
方
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
歌
の
よ
う
な
音
階
や

節
の
あ
る
お
経
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
「
声
明
（
し
ょ
う
み
ょ
う
）
」
や
「
梵

唄
（
ぼ
ん
ば
い
）
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
す
。
我
が
家
の
仏
壇
は
浄
土
真
宗

で
す
。

　

正
信
偈
（
し
ょ
う
し
ん
げ
）
と
い

う
お
経
も
読
み
ま
す
が
、
正
信
偈
に

も
や
は
り
音
階
が
あ
り
ま
す
。
正
信

偈
の
経
本
に
は
、
「
こ
こ
は
上
げ
て
読

む
」
「
こ
こ
は
節
を
つ
け
る
」
等
々
の

指
示
が
わ
か
る
「
符
号
」
や
「
記
号
」

が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
見
な
が

ら
お
経
を
唱
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
お

経
版
の
楽
譜
で
す
。

　

も
っ
と
も
、
楽
譜
と
い
っ
て
も
五

本
線
の
上
に
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
み
た

い
な
も
の
が
置
か
れ
て
い
る
譜
面
と

は
違
い
ま
す
。
お
経
の
横
に
音
階
の

変
化
や
節
の
調
子
を
表
す
「
符
号
」
や

「
記
号
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、
知
ら
な

い
人
が
見
る
と
が
何
だ
か
よ
く
わ
か

り
ま
せ
ん
。
単
な
る
「
図
」
の
よ
う

に
見
え
ま
す
。

　

そ
う
し
た
「
符
号
」
や
「
記
号
」
の

意
味
を
理
解
し
、
言
わ
ば
「
図
」
の

よ
う
な
お
経
の
譜
面
を
見
な
が
ら
お

経
を
唱
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
お
経
の

右
側
に
描
か
れ
て
い
る
「
符
号
」
や

「
記
号
」
の
「
図
」
が
「
図
に
乗
る
」

の
「
図
」
で
す
。
つ
ま
り
「
お
経
の

楽
譜
」
と
も
言
え
る
こ
の
「
図
」
の

こ
と
は
「
如
来
唄
（
に
ょ
ら
い
ば
い
）
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

お
経
の
楽
譜
で
あ
る
「
如
来
唄
」
の

「
図
」
を
見
な
が
ら
、
難
し
い
転
調
や

節
回
し
が
上
手
く
い
く
こ
と
を
「
図

に
乗
る
」
と
言
い
ま
す
。

　

「
図
」
の
と
お
り
に
上
手
く
唱
え
る

こ
と
は
難
し
い
の
で
、
上
手
く
唱
え

ら
れ
れ
ば
「
図
に
乗
れ
て
い
た
」
と

誉
め
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
「
図
に
乗

る
」
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
仏
教
的

に
は
「
図
に
乗
る
」
と
は
本
来
誉
め

言
葉
で
す
。

　

「
図
に
乗
る
」
こ
と
は
素
晴
ら
し
い

の
で
す
が
、
時
々
「
図
に
乗
り
過
ぎ

る
」
お
坊
さ
ん
や
信
者
さ
ん
も
い
た

よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
ま
さ
し
く
歌

を
歌
う
か
の
如
く
お
経
を
唱
え
る
の

で
、
そ
う
い
う
場
合
に
は
「
図
に
乗

り
過
ぎ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
が
日
常
会
話
で
は
「
調
子
に
乗

る
」
「
つ
け
あ
が
る
」
と
い
う
批
判

的
な
意
味
を
含
ん
だ
表
現
と
し
て
定

着
し
て
い
き
ま
し
た
。
お
気
づ
き
だ

と
思
い
ま
す
が
、
「
調
子
に
乗
る
」
の

「
調
子
」
は
つ
ま
り
「
如
来
唄
」
の
節

回
し
（
歌
の
よ
う
な
唱
え
方
）
の
こ

と
で
す
。

　

自
分
を
律
し
て
「
調
子
に
乗
り
過

ぎ
な
い
」
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
す

が
、
つ
い
つ
い
忘
れ
が
ち
に
な
る
の

が
世
の
常
、
人
の
常
。
だ
か
ら
「
図

に
乗
る
」
と
い
う
仏
教
用
語
の
誉
め

言
葉
が
戒
め
の
言
葉
に
転
嫁
し
ま
し

た
。
欲
や
慢
心
を
律
す
る
こ
と
は
難

し
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

日
常
会
話
の
中
に
定
着
し
た
仏
教

用
語
は
本
来
の
意
味
と
反
対
の
使
わ

れ
方
を
し
て
い
る
も
の
が
大
半
で
す
。

「
図
に
乗
る
」
も
典
型
例
で
す
ね
。
で

は
ま
た
来
月
。

※




