
人
に
教
え
る
と
お
り
に

　
　
　
　
自
分
自
身
も
せ
よ

報恩講の花立てを終えたお花衆（11 月 18 日、順慶寺本堂にて　岡川経康氏撮影）

【1】　　　　2021 年 11 月 28 日発行

◆◇ 新たなお花衆 ◇◆
順慶寺では、 古来より、 大法要の本堂に上げる仏華をお花衆となった門徒の方が立ててこ

られた。 先人が作られた幹を大切に利用して、仏華を立てていく作業はいわば口伝の世界。

この度、 新しく二人のお花衆を迎え、 総勢四人で一日がかりで仏華を荘厳した。

◇ 

自
ら
を
制
御
す
る
こ
と 

◇

今
月
の
釈
尊
の
言
葉
は
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』（
法
句

経
）
よ
り
、

「
他
人
に
教
え
る
と
お
り
に

自
分
で
行
な
え
。

自
分
を
よ
く
制
し
て
こ
そ

他
人
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
己
を
制
す
る
の
は
実
に
難
し
い
」（
一
五
九
偈
）

か
ら
の
引
用
で
す
。

今
回
は
、
釈
尊
の
弟
子
で
あ
っ
た
長
老
が
、
自
ら

の
弟
子
に
、
寝
ず
に
修
行
を
す
る
こ
と
を
強
要
し
、

度
々
注
意
を
す
る
の
で
、
弟
子
た
ち
が
皆
疲
弊
し
て
、

心
が
乱
れ
集
中
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
困
っ
て
相

談
し
よ
う
と
長
老
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
長
老
自
ら
寝

入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
、
釈
尊
に
相
談
し
た

と
き
の
釈
尊
の
お
言
葉
で
す
。

こ
の
と
き
釈
尊
は
、「
よ
く
制
御
さ
れ
た
も
の
こ

そ
他
の
も
の
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と
し

め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

先
の
中
日
新
聞
の
『
中
日
春
秋
』
に
、
メ
ジ
ャ
ー

リ
ー
グ
で
活
躍
す
る
大
谷
選
手
が
、
国
民
栄
誉
賞
を

辞
退
し
た
こ
と
に
触
れ
、「
お
い
あ
く
ま
」
と
い
う
、

住
友
銀
行
の
頭
取
だ
っ
た
①

堀ほ
っ

田た

庄
し
ょ
う

三ぞ
う

氏
が
自
身
が

戒
め
と
し
て
使
っ
て
い
た
言
葉
を
引
用
し
て
い
ま
し

た
。「
お
い
あ
く
ま
」
と
は
、「
お
こ
る
な
、い
ば
る
な
、

あ
せ
る
な
、
く
さ
る
な
、
ま
け
る
な
」
と
い
う
頭
文

字
。
今
で
も
、
お
参
り
に
上
が
る
と
、
多
く
の
ご
家

庭
に
こ
の
言
葉
が
掲
げ
て
あ
る
の
を
眼
に
し
ま
す
。

逆
に
、
私
た
ち
は
、
日
ご
ろ
か
ら
そ
れ
だ
け
欲
や

見
栄
が
は
た
ら
き
、
心
を
乱
し
て
い
る
こ
と
が
多
い

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
自
己
を
制
御
し
、「
さ
わ
や

か
に
、
あ
か
る
く
、
ほ
の
ぼ
の
と
、
と
き
め
い
て
、

け
ん
き
ょ
に
」（「
さ
あ
ほ
と
け
」）
と
生
き
る
こ
と

今
月
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
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《
後
生
の
一
大
事
を
心
に
入
れ
る
》

堺
の
妙
好
人
・
吉
兵
衛
、
聞
き
の
強
い

同
行
で
し
た
が
、
そ
の
求
道
心
は
強
く
、

同
行
か
ら
一
目
お
か
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
聞
き
の
強
さ
の
ゆ
え
に
、
残
さ
れ

た
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

あ
る
と
き
、
近
隣
の
方
が
集
ま
る
寄
所

に
沢
山
の
同
行
が
遠
方
か
ら
集
ま
っ
て
、

ご
飯
を
食
べ
て
い
る
最
中
に
、
吉
兵
衛
が

大
き
な
声
で
、

「
ど
う
じ
ゃ
、
皆
う
ま
い
か
な
？
」

と
問
い
か
け
ま
し
た
。
集
ま
っ
た
同
行

は
、
皆
、

「
隠
居
様
（
吉
兵
衛
の
こ
と
）、
う
ま
い

う
ま
い
」

と
口
を
揃
え
て
答
え
ま
し
た
。
す
る
と
、

吉
兵
衛
は
、

「
お
お
、
う
ま
い
は
わ
か
っ
た
が
、
後
生

は
よ
い
か
な
？
」

と
続
け
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
皆

箸
を
下
に
お
ろ
し
て
黙
り
込
ん
で
し
ま
い
、

誰
一
人
ひ
と
言
も
返
答
す
る
も
の
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
と
き
、
吉
兵
衛
は
、

「
え
え
ぃ
、
そ
ん
な
こ
と
の
知
っ
た
者
が

こ
の
飯め
し

喰く

い
に
く
る
か
い
、
と
い
う
者
な

い
の
か
！
」

と
言
っ
た
そ
う
で
す
。

お
そ
ら
く
、
吉
兵
衛
は
、
ど
ん
な
に
多

く
人
が
集
ま
っ
て
も
、
後
生
の
一
大
事
を

心
に
入
れ
て
い
る
人
は
な
か
な
か
な
い
と

知
っ
て
、
正
直
に
答
え
る
こ
と
を
待
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。

2021 年 12 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（19）

［第111回］

木
枯
ら
し
の
吹
く
季
節
に
な
り
ま

し
た
。
境
内
に
も
お
役
目
を
終
え
て
、

赤
や
黄
色
に
色
づ
い
た
落
ち
葉
が
、

は
ら
り
は
ら
り
と
舞
い
散
る
姿
は
美

し
く
、
落
ち
葉
と
な
っ
て
も
温
も
り

を
伝
え
ま
す
。

と
は
い
え
、
強
い
季
節
風
が
吹

く
度
に
次
々
と
落
ち
て
く
る
落
ち
葉

に
、
掃
い
て
も
掃
い
て
も
き
り
が
な

く
、
時
間
に
追
わ
れ
て
い
る
時
な
ど
、

つ
い
愚
痴
が
で
て
し
ま
い
ま
す
。

特
に
境
内
の
入
り
口
に
あ
る
八
重

桜
は
、
赤
に
染
ま
っ
た
大
き
な
葉
っ

ぱ
で
、
う
ら
め
し
い
ほ
ど
次
か
ら
次

と
舞
い
散
り
ま
す
。

こ
の
八
重
桜
、
亡
き
老
院
が
、
四

月
の
蓮
師
会
の
頃
に
丁
度
満
開
と
な

り
、
御
参
詣
の
皆
様
を
出
迎
え
て
く

れ
る
か
ら
と
、
わ
ざ
わ
ざ
植
え
た

も
の
。
思
え
ば
、
境
内
の
木
々
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
植
え
た
い
わ
れ
が
あ
り
ま

す
。暮

れ
ゆ
く
秋
を
惜
し
み
つ
つ
、
一

つ
で
も
感
謝
の
気
持
ち
を
優
先
し
よ

う
と
、
落
ち
葉
掃
き
は
続
き
ま
す
。

が
難
し
い
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

◇ 
智
慧
の
光
に
見
出
さ
れ
る
こ
と 

◇

世
の
中
に
は
う
ま
く
行
く
人
、
う
ま
く

行
か
な
い
人
が
あ
り
ま
す
。
悪
い
こ
と
が

重
な
る
と
、
ど
う
し
て
自
分
だ
け
そ
う
な

る
の
か
、
と
悩
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、『
②

歎た
ん

異に

抄し
ょ
う』（

第
十
三
章
）に
、

「
よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
、
宿
善
の
も

よ
お
す
ゆ
え
な
り
。
悪
事
の
お
も
わ
れ
せ

ら
る
る
も
、
悪
業
の
は
か
ら
う
ゆ
え
な
り
」

（
善
い
行
い
を
し
よ
う
と
い
う
思
い
も
、

善
を
促
す
無
数
の
背
景
や
条
件
か
ら
起

こ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
悪
い
行
い
が
心

に
浮
か
ぶ
の
も
、
思
い
を
超
え
た
無
数
の

背
景
や
条
件
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
＝

親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
意
訳
を
参
照
）

あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
、
無
数
の
背
景
や
条

件
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
起
こ
っ
て
く
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
突
然
起
こ
っ
て
く
る
こ

と
で
は
な
い
。
そ
れ
を
見
失
わ
せ
る
の
は
、

貪と
ん

欲よ
く
、
瞋し
ん

恚に

、
愚ぐ

痴ち

と
い
っ
た
三
さ
ん

毒ど
く
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
三
毒
を
制
御
で
き
ず
、
煩
悩
に

眼
を
障
え
ら
れ
る
と
、
さ
る
べ
き
業ご
う

縁え
ん

が

く
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
が

私
た
ち
で
す
。

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
間
に
も
、
愛

知
の
十
じ
ゅ
う

四し

山や
ま

中
学
校
の
校
内
で
三
年
生
の

元
同
級
生
を
殺
害
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い

事
件
が
起
き
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
冷
静

に
し
て
く
れ
た
り
自
身
の
深
い
因
縁
を
教

え
て
く
れ
る
人
が
そ
の
場
に
い
た
ら
、
破

局
的
な
結
果
に
な
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

「
宿
し
ゅ
く

業ご
う

感か
ん

と
は
、
無
限
の
過
去
か
ら
無
量

無
数
の
縁
に
よ
っ
て
、「
わ
た
し
」
が
「
わ

た
し
」
と
成
っ
て
き
た
の
だ
と
知
り
、
そ
の

事
実
に
感
動
す
る
こ
と
。」（
武
田
定
光
氏
）

宿
業
の
私
自
身
を
見
出
し
て
く
れ
る
、

仏
の
智
慧
の
ひ
か
り
を
い
た
だ
く
こ
と
が

如
何
に
大
事
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。

①【
堀
田
庄
三
】　
明
治
32
年
～
平
成
2
年

名
古
屋
市
生
ま
れ
。
京
都
帝
大
卒
。
住
友

銀
行
に
は
い
り
、
昭
和
27
年
頭
取
、
46
年

会
長
、
52
年
名
誉
会
長
と
な
る
。
な
が
い

あ
い
だ
ト
ッ
プ
の
座
に
あ
っ
て
経
営
体
質

の
強
化
、
合
理
化
な
ど
を
す
す
め
、
住
友

グ
ル
ー
プ
の
拡
大
、
発
展
に
つ
と
め
た
。

住
友
家
評
議
員
会
委
員
長
、
住
友
老
壮
会

会
長
、
日
本
航
空
会
長
。
平
成
2
年
12
月

18
日
死
去
。
91
歳
。
旧
姓
は
牛
田
。（
コ
ト

バ
ン
ク
よ
り
）

②【
歎
異
抄
】

親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
門
信
徒

の
間
に
種
々
の
異
説
が
お
こ
っ
た
の
に
対
し

て
、
正
統
な
教
義
を
示
す
こ
と
を
目
的
と

し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
。
編
者
は
弟
子
の

唯
円
と
伝
え
ら
れ
る
。
全
編
十
九
条
の
う

ち
、
前
半
の
十
条
に
は
親
鸞
聖
人
の
法
語

を
そ
の
ま
ま
収
録
し
、
後
半
の
部
分
に
異

義
を
列
挙
し
編
者
の
批
判
が
記
さ
れ
て
い

る
。
親
鸞
聖
人
の
思
想
・
信
仰
を
伝
え
る

貴
重
な
書
。（
旺
文
社
日
本
史
事
典
参
照
）

《
第
二
十
回
　
念
仏
の
ご
利
益
》

先
日
、
当
山
報
恩
講
の
法
話
で

念
仏
の
ご
利
益
の
お
話
が
あ
り
ま

し
た
。

念
仏
は
「
あ
り
が
と
う
」「
ご
め

ん
な
さ
い
」「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
」
と
言
え
る
人
間
に
な
る
力

が
あ
る
、
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

一
見
当
た
り
前
の
言
葉
が
並
ん

で
い
ま
す
が
、
い
ざ
自
分
が
言
え

て
い
る
か
と
振
り
返
っ
て
み
る
と

な
か
な
か
で
き
て
い
な
い
こ
と
に

気
づ
き
ま
す
。

手
を
合
わ
せ
て
念
仏
す
る
度
に

し
っ
か
り
と
向
き
合
っ
て
い
ま
す
か

と
問
わ
れ
た
よ
う
な
法
話
で
し
た
。

落
ち
葉



◆
泉
田
同
行
検
討
会
開
催
―
さ
る
11
月
15

日
、
順
慶
寺
に
て
泉
田
同
行
の
役
員
が
集

ま
り
、
今
後
泉
田
同
行
を
ど
う
す
る
か
検

討
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
少
な
く
と

も
来
年
度
は
同
行
の
組
織
を
継
続
し
、
相

続
講
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

◆
同
朋
新
聞
を
順
慶
寺
で
配
布
ー
泉
田
同

行
検
討
会
で
、
同
朋
新
聞
の
毎
月
配
布
が

廃
止
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
順
慶
寺
で

は
、
来
年
１
月
よ
り
本
堂
で
の
同
朋
新
聞

配
布
を
決
定
。
新
聞
の
お
礼
で
あ
る
同
朋

会
員
志
は
順
慶
寺
護
寺
会
で
負
担
す
る
。

◆
希
望
者
に
同
朋
新
聞
郵
送
―
来
年
５

月
に
順
慶
寺
だ
よ
り
の
新
規
郵
送
申
込
を

募
集
す
る
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
同
朋
新
聞

も
希
望
す
る
人
に
郵
送
す
る
こ
と
と
し
た
。

希
望
者
は
５
月
の
護
寺
会
費
納
入
に
合
わ

せ
て
申
込
で
き
る
。

自
坊
の
報
恩
講
も
終
わ
り
、
今
年
最

後
の
寺
報
を
製
作
し
て
い
る
最
中
に
、
浜

田
市
の
恩
師
・
幡
谷
明
先
生
が
お
亡
く
な

り
な
ら
れ
た
と
の
一
報
を
受
け
、
動
揺
し

て
い
ま
す
。
幡
谷
先
生
に
は
、
何
度
も
順

慶
寺
で
講
義
し
て
頂
き
、
晩
年
に
い
た
る

ま
で
お
心
を
か
け
て
頂
き
ま
し
た
。
先
生

が
、
お
念
仏
の
響
き
合
う
諸
仏
世
界
に

お
帰
り
に
な
ら
れ
、
お
念
仏
の
声
を
再
び

届
け
て
下
さ
る
こ
と
を
確
信
し
て
お
り
ま

す
。
合
掌
（
住
）

･･･････････････････････････

こ
の
頃
急
激
に
寒
く
な
り
、
何
を
す
る

に
も
億
劫
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
ら

け
て
い
る
の
を
寒
さ
の
せ
い
に
し
て
し
ま

う
自
分
に
あ
き
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
今

日
ぐ
ら
い
は
、
と
家
で
ぬ
く
ぬ
く
と
し
て

し
ま
う
日
々
が
続
い
て
い
ま
す
。（
若
）
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さ
る
十
一
月
二
十
日
・
二
十
一
日
の
両
日
、
多
く
の
皆
さ
ん
の
お
手
伝
い
の
も
と
最
高

の
お
荘
厳
を
し
て
一
年
最
大
の
行
事
で
あ
る
報
恩
講
を
厳
修
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
に
翻
弄
さ
れ
た
令
和
３
年
。

順
慶
寺
の
三
大
法
要
の
一
つ
で
あ
る
報
恩

講
も
、
三
日
間
の
日
程
を
二
日
間
に
し
て
、

半
日
の
み
の
法
要
と
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
準
備
に
は
、
仏
具
の
お
み

が
き
、
本
堂
等
の
大
掃
除
、
花
立
て
、
本

堂
の
お
荘
厳
な
ど
、
連
日
多
く
の
御
門
徒

の
方
が
集
ま
ら
れ
、
コ
ロ
ナ
前
の
通
常
と

同
じ
か
た
ち
で
報
恩
講
を
お
迎
え
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

秋
晴
れ
の
両
日
に
多
く
の
参
詣

法
要
の
当
日
、
順
慶
寺
の
大
法
要
と
い
う

と
い
つ
も
雨
が
つ
き
も
の
で
し
た
が
、
昼
間

は
暖
か
い
陽
気
の
秋
晴
れ
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

で
き
る
だ
け
多
く
の
法
話
時
間
を
頂
き

た
い
と
い
う
こ
と
で
、
い
つ
も
よ
り
三
十
分

早
い
、九
時
半
か
ら
法
要
を
始
め
ま
し
た
が
、

法
要
を
開
始
す
る
こ
ろ
に
は
、
本
堂
に
準
備

し
た
イ
ス
席
は
ほ
ぼ
満
席
と
な
り
、
一
部
の

方
は
、
庫
裏
や
玄
関
の
リ
モ
ー
ト
席
に
移
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

二
日
間
の
稽
古
を
し
て
き
た
男
女
助
音

講
の
皆
さ
ん
も
連
日
多
数
参
加
さ
れ
、
専

用
の
大
肩
衣
を
着
衣
し
、
マ
ス
ク
を
し
て
少

し
抑
え
気
味
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
立
派
に

お
勤
め
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

法
話
は
、
同
朋
大
学
専
任
講
師
・
市
野

智
行
先
生
と
元
名
古
屋
音
大
教
授
・
宇
治

谷
顕
先
生
。
市
野
先
生
は
、
現
在
若
院
の

主
任
教
授
で
も
あ
り
、
本
堂
で
聴
聞
さ
れ

る
方
に
も
分
か
り
や
す
く
、
か
つ
深
い
話
を

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

な
お
、
当
日
ま
で
に
多
く
の
お
供
え
を
上

げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
役
員
一
同
、
こ
の

場
を
か
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

当
山
報
恩
講
を
厳
修

日
程
を
二
日
間
に
短
縮
し
法
話
を
実
施

明
証
院
釋
精
勤

11
月
2
日
寂 

鈴
置　

勤（
92
）

落
合
組 

鈴
置
智
様
の
父

釋
致
敬

11
月
5
日
寂 

志
水
敬
一（
72
）

名
古
屋
市 

志
水
く
み
子
様
の
夫

11
月
度
護
寺
会
物
故
者

華
照
院
釋
尼
喜
香

11
月
2
日
寂 

岡
本
喜
久
子（
85
）

市
場
下
組 

岡
本
七
紀
様
の
母

成
満
院
釋
尼
見
俊

11
月
9
日
寂 

千
種
俊
美（
78
）

北
尾
組 

千
種
裕
美
様
の
母

釋
孝
暉

11
月
4
日
寂 

近
藤
孝
弘（
77
）

泉
田
町 

近
藤
悟
様
の
兄

精
修
院
釋
寛
和

10
月
15
日
寂 

金
田
和
之（
59
）

東
境
町 

金
田
健
督
様
の
父

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

報恩講写真館報恩講写真館（岡川経康氏撮影）（岡川経康氏撮影）

報恩講二日目のお勤め（11月 21日、順慶寺本堂にて）

アルコール消毒 法話：宇治谷顕氏 開始前の刻太鼓

開始前の梵鐘 朝一番の開門

本堂のすす払い 境内の大掃除 仏具のおみがき



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 水
2 木 木 -1
3 金
4 土
5 日  来迎寺組お取越
6 月  落合組お取越
7 火
8 水
9 木 木 -2

10 金
11 土
12 日
13 月
14 火  近崎組お取越
15 水  北尾組お取越

16 木 木 -3
17 金
18 土
19 日
20 月  一里山組お取越
21 火
22 水  平松組お取越
23 木  木 -4
24 金
25 土  
26 日
27 月
28 火  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺にて内勤め）
29 水  年末大掃除（8：30、順慶寺）
30 木
31 金  年越し勤行・修正会（23：45～、順慶寺）

●
年
越
し
勤
行
に
つ
い
て

今
年
の
年
越
し
勤
行
は
、
本
堂
と

玄
関
（
本
堂
の
映
像
を
配
信
）
に

イ
ス
席
を
準
備
し
、
入
場
者
制
限

を
し
な
い
予
定
で
す
。
昨
年
自
粛

し
た
御
本
尊
前
の
焼
香
は
実
施

す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
お
し
る

こ
の
接
待
は
、
感
染
予
防
の
た
め
、

缶
ジ
ュ
ー
ス
で
代
替
を
し
ま
す
。

ま
た
、
お
屠
蘇
の
接
待
は
、
感
染

予
防
の
た
め
、
今
回
も
自
粛
い
た

し
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
来
年
４
月
よ
り
例
会
等
通
常
開
催

二
年
間
コ
ロ
ナ
禍
で
自
粛
し
て
い

た
例
会
で
す
が
、
来
年
（
令
和
４

年
）
４
月
よ
り
護
寺
会
事
業
を
は

じ
め
各
例
会
を
通
常
開
催
と
す
る

予
定
で
す
。
コ
ロ
ナ
の
第
六
波
が

心
配
さ
れ
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
の
影

響
が
出
た
場
合
で
も
、
真
宗
講
座
、

宗
祖
聖
人
御
命
日
の
二
つ
は
、
確

実
に
通
常
開
催
（
人
数
制
限
を
す

る
こ
と
も
あ
り
）
す
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。

編
集
・
発
行
人
　
池
浦
裕
哉

印
刷
・
発
行
所
　
順
慶
寺
内

真
宗
大
谷
派
順
慶
寺	

郵
便
番
号
　
四
四
八
ー
〇
〇
〇
四

	

愛
知
県
刈
谷
市
泉
田
町
池
之
浦
三

郵
送	

郵
送
料
毎
月
百
円（
年
間
千
二
百
円
）

	

振
替
〇
〇
八
三
〇
ー
〇
ー
一
六
二
六
九

会
員
　
護
寺
会
員
に
は
五
百
円
に
て

	
一
年
間
郵
送
を
い
た
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
　U
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12 月の主な行事予定
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おしらせ

ゆ

ず

み
な
さ
ん
、
師
走
に
な
り
ま
し
た
ね
。

こ
の
ご
ろ
一
気
に
寒
く
な
っ
て
、
冬
本
番

が
や
っ
て
き
た
感
じ
で
す
。
風
邪
な
ど
引

い
て
い
ま
せ
ん
か
。

そ
う
い
え
ば
、
み
な
さ
ん
の
お
宅
で
は

冬
至
に
ゆ
ず
湯
に
入
り
ま
す
か
。
実
家
で

は
、
毎
年
冬
至
の
日
に
、
沢
山
の
ゆ
ず
を

ネ
ッ
ト
に
入
れ
て
、
ゆ
ず
湯
に
入
っ
て
い

ま
し
た
。
み
ん
な
が
ネ
ッ
ト
に
入
っ
た
ゆ

ず
を
揉
み
出
す
の
で
、
最
後
に
入
っ
た
ら

ベ
ト
ベ
ト
に
な
っ
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

ゆ
ず
は
、
柑
橘
類
の
中
で
も
ビ
タ
ミ
ン

Ｃ
が
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
多
い
の
だ
そ
う
で

す
。
と
く
に
果
汁
よ
り
果
皮
に
沢
山
含
ま

れ
て
い
て
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
、
肌
の
保
水

12
月
行
事
内
容 

詳
細

性
を
高
め
、
抗
酸
化
作
用
も
あ
っ
て
、
肌

の
調
子
を
整
え
る
の
と
、
風
邪
の
予
防
に

な
る
そ
う
で
す
。

因
み
に
冬
至
に
ゆ
ず
湯
に
入
る
の
は
、

「
融
通
が
き
く
」
こ
と
と
「
湯
治
」
の
語

呂
合
わ
せ
も
あ
っ
た
ら
し
い
で
す
。

冬
至
湯
の

冬
至
湯
の

煙
あ
が
る
や
　
家
の
内

煙
あ
が
る
や
　
家
の
内

前
田
普
羅

前
田
普
羅

年
越
し
勤
行（
修
正
会
）

12
月
31
日（
金
）
23
時
45
分

　
～
1
月
1
日
（
土
）
1
時
終
了

順
慶
寺
本
堂
・
玄
関
に
て

師
走
。
今
年
も
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
政
治
・

経
済
・
文
化
な
ど
様
々
に
影
響
が
で
て
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
無
観
客
と
な
り
、

コ
ロ
ナ
で
今
年
一
年
が
暮
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
一
つ
注
目
し
た
い
の
が
、
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
っ
て
、
二
酸
化
炭
素
等
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
量
が
、
前
年
比
で
産
業

革
命
以
降
最
も
大
き
く
減
少
し
た
こ
と
。

化
石
燃
料
を
燃
や
す
こ
と
で
成
長
し
て
き

た
経
済
で
す
が
、
こ
の
ま
ま
温
室
効
果
ガ

ス
に
よ
っ
て
気
温
が
上
昇
し
、
産
業
革
命

前
と
比
べ
平
均
気
温
が
1.5
度
上
昇
す
る

と
、
五
十
年
に
一
度
の
熱
波
が
8.6
倍
、
十

年
に
一
度
の
豪
雨
が
1.5
倍
と
な
り
、
熱
波

や
干
ば
つ
大
雨
被
害
に
よ
り
、
農
作
物
や

生
態
系
に
甚
大
な
被
害
が
出
て
、
海
面

上
昇
も
酷
く
な
る
と
警
告
。COP

26
で
は
、

恐
竜
が
警
告
す
る
演
出
も
さ
れ
、
世
界

中
で
立
ち
上
が
っ
た
若
者
が
い
ま
し
た
。

心
な
ら
ず
も
、
コ
ロ
ナ
を
通
し
て
、
こ
う
し

た
環
境
を
残
す
こ
と
に
寄
与
し
た
自
身
の

責
任
を
痛
感
す
る
一
年
と
な
り
ま
し
た
。

大
晦
日
、
除
夜
の
鐘
を
打
っ
て
一
年
の
反

省
し
、
御
本
尊
の
前
で
お
勤
め
を
し
て
、

心
新
た
に
新
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

年
越
し
勤
行
の
右
記
の
時
間
に
、

本
堂
で
正
信
偈
の
お
勤
め
を
さ
れ

た
方
に
、
寺
か
ら
の
お
年
玉
と
し

て
、
も
れ
な
く

2

2

2

2

、
粗
品
を
差
し

上
げ
ま
す
。
お
楽
し
み
に
。

今年もお寺からの

お年玉

好評につき

コロナ対策により、諸活動は自粛中
令和 4年度より自粛解除し正常化
する予定


