
雪の年末（12 月 27 日、順慶寺山門から　岡川経康氏撮影）
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◆◇ 雪のふる日 ◇◆
このところ温暖化といわれているが、 この地方でも伊吹おろしに運ばれて、 冬になると一度

は雪景色となる。 雪がふると、 本堂の屋根や木々、 宗祖や蓮師の銅像もモノトーンの世界

に染まり、 幻想的な景色となる。

◇ 

感
情
で
な
く
行
な
い
を
見
る
大
切
さ 

◇

新
年
、
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

令
和
に
入
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
人
と
人

が
集
ま
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
う
ま
く
と
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
４
年
、
何
と
し
て
も
コ
ロ
ナ
を
克
服
し
、
再

び
人
と
人
が
繋
が
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

新
年
に
あ
た
り
最
初
に
選
ん
だ
釈
尊
の
言
葉
は
、

『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
か
ら
の
出
典
で
す
。

「
他
人
の
過
ち

他
人
の
し
た
こ
と
、し
な
か
っ
た
こ
と
を
気
に
す
る
な
。

た
だ
自
分
の
し
た
こ
と

し
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
見
よ
」（
第
五
十
偈
）

こ
の
言
葉
は
、
あ
る
裕
福
な
女
性
が
、
息
子
の
よ

う
に
迎
え
て
い
た
異
教
徒
の
行
者
を
よ
そ
に
、
釈
尊

を
自
宅
に
招
待
し
て
、
説
法
を
頂
い
た
と
き
の
話
で

す
。
行
者
は
、
釈
尊
が
説
法
す
る
あ
い
だ
、
隣
部
屋

に
身
を
潜
め
て
い
ま
し
た
が
、
嫉
妬
で
耐
え
き
れ
な

く
な
り
、
突
然
釈
尊
と
女
性
の
前
に
現
れ
、
二
人
を

罵
っ
て
い
き
ま
し
た
。
あ
ま
り
の
こ
と
に
女
性
は
、

心
が
乱
れ
狼う
ろ
た狽
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、

釈
尊
は
、「
自
分
の
し
た
こ
と
、
し
な
か
っ
た
こ
と

を
観
る
べ
き
で
す
」
と
諭
し
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
人
か
ら
思
い
が
け
な
い
言
葉
が
か
け

ら
れ
た
と
き
、
思
わ
ず
黙
っ
て
し
ま
い
、
ど
う
し
て

な
の
か
理
由
を
求
め
、
内
に
こ
も
り
心
の
奥
底
を
見

つ
め
ま
す
。
し
か
し
、
平
生
よ
り
煩
悩
を
ふ
り
ま
く

こ
と
だ
け
に
始
終
し
て
い
た
心
に
は
、
奥
底
に
沈
め

ば
沈
ん
だ
だ
け
、
憎
し
み
や
悲
し
み
が
現
れ
、
憎
悪

が
増
し
、
さ
ら
に
深
み
に
は
ま
り
ま
す
。

そ
ん
な
我
が
身
に
、
釈
尊
は
、
自
分
の
し
た
こ
と
、

し
な
か
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
、
生
き
て
行
き

な
さ
い
と
励
ま
し
て
下
さ
い
ま
す
。

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
五
十
偈
よ
り

釈
尊
が
祇
園
精
舎
で
、
嫉
妬
し

て
邪
魔
を
す
る
行
者
に
つ
い
て

説
か
れ
た
一
節
で
す
。
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《
よ
き
よ
う
に
な
さ
る
ワ
ャ
》

堺
の
妙
好
人
・
吉
兵
衛
。
聞
き
の
強
さ

は
有
名
で
し
た
が
、
さ
ら
に
、
顔
色
を
伺
っ

て
尻
込
み
を
す
る
同
行
に
も
厳
し
い
面
が

あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
つ
。

あ
る
と
き
、
吉
兵
衛
の
留
守
中
に
、
他

所
の
同
行
か
ら
報
恩
講
の
案
内
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
と
き
、
村
の
同
行
は
他
所
の

報
恩
講
は
な
じ
み
が
な
い
か
ら
勝
手
が
悪

い
と
言
っ
て
、
一
人
も
詣
ら
ず
帰
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
吉
兵
衛
が
帰
っ
て
き
て
、
そ

の
話
を
知
っ
て
、

「
皆
は
何
と
思
う
て
い
る
。
コ
レ
、
こ
の

世
界
で
も
お
上
か
ら
差
し
紙
が
着
い
た
と

き
に
は
ジ
ッ
と
し
て
お
ら
れ
は
せ
ぬ
や
な

い
か
。
ま
し
て
、
御
開
山
様
の
御ご

影よ
う

向ご
う

（
報

恩
講
の
こ
と
）
と
い
う
重
い
差
し
紙
い
た

だ
き
な
が
ら
棄
て
て
お
く
と
は
何
の
こ
と

ヤ
。
爺
さ
ん
（
吉
兵
衛
の
こ
と
）
は
留
守

で
あ
る
に
よ
っ
て
と
申
し
て
お
詫
び
か
た

が
た
、
た
と
い
一
人
で
も
詣
っ
て
く
れ
る
も

の
は
な
か
っ
た
か
？
」

と
申
し
て
、
声
を
震
わ
し
て
、
歯
ぎ
し

り
を
か
ん
で
、
き
つ
く
し
か
り
つ
け
た
と

い
い
ま
す
。

か
つ
て
、
吉
兵
衛
は
、
路
上
で
報
恩
講

の
ご
招
待
を
も
ら
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の

場
に
坐
っ
て
頂
き
直
し
、
あ
り
が
た
く
頂

戴
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
ん
な
吉
兵
衛
に

は
、
顔
色
を
伺
っ
て
報
恩
講
に
詣
ら
な
い

同
行
の
こ
と
が
許
せ
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
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《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（20）

［第112回］

山
門
に
あ
る
掲
示
板
。

長
年
、
前
住
職
が
担
当
し
て
お
り

ま
し
た
。
月
末
に
な
る
と
、
暑
い
時
も

寒
い
時
も
白
墨
を
片
手
に
筆
を
走
ら

せ
て
い
た
姿
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

当
初
、
掲
示
板
の
意
味
を
知
ら
せ

よ
う
と
寺
報
の
発
刊
を
提
言
し
た
住

職
で
し
た
が
、
や
が
て
前
住
職
の
跡
を

受
け
継
い
で
掲
示
板
を
書
き
換
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
法
務
や
法
要

の
合
間
で
は
な
か
な
か
大
変
な
よ
う
で
、

い
つ
も
苦
戦
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
姿

を
間
近
で
見
て
、
前
住
職
の
あ
り
が
た

さ
が
今
更
な
が
ら
感
じ
ま
す
。

こ
の
度
、
掲
示
方
法
を
ほ
ん
の
少
し

変
え
て
み
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
毎

月
、
お
釈
迦
様
の
お
言
葉
を
ご
紹
介
し

て
い
く
の
は
こ
れ
ま
で
通
り
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
に
忙
し
い
日
常
の
中
で
、
少
し

で
も
多
く
の
方
の
お
目
に
と
ま
る
よ
う

に
、
住
職
が
書
い
た
文
字
を
大
き
く
印

刷
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
の
お
言
葉
を
、
少
し
で

も
心
に
留
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
願
い

で
す
。

◇ 
懺
悔
は
新
た
な
命
の
源 

◇

六ろ
く

時じ

礼ら
い

讃さ
ん

と
い
う
儀
式
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
。
一
日
を
日に
ち

没も
つ

・
初し
ょ

夜や

・
中
ち
ゅ
う

夜や

・
後ご

夜や

・
晨じ
ん

朝ち
ょ
う・
日に
っ

中ち
ゅ
うの
六
時
に
わ
け
、

善ぜ
ん

導ど
う

大だ
い

師し

の
説
か
れ
た
礼ら
い

讃さ
ん

偈げ

を
読ど
く

誦じ
ゅ
し
、

懺さ
ん

悔げ

し
、
念
仏
礼
拝
す
る
儀
式
で
す
。

礼
讃
偈
の
声
し
ょ
う

明み
ょ
うは
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌

に
似
た
、
美
し
い
旋
律
を
も
っ
た
①

天て
ん

台だ
い

声し
ょ
う

明み
ょ
うを

基
に
し
た
声
明
で
、
傷
つ
い
た
心

に
奥
底
か
ら
癒
し
て
く
れ
る
か
の
よ
う
な

優
し
い
調
べ
で
す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、

現
在
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
な
ど
に
声
明
が
収

録
さ
れ
て
お
り
、
容
易
に
試
聴
が
可
能
で
す
。

か
つ
て
法
然
上
人
の
弟
子
・
②

安あ
ん

楽ら
く

房ぼ
う

遵
じ
ゅ
ん

西さ
い

が
、
美
し
い
六
時
礼
讃
の
声
明
で
人
気
を

得
て
、
後
鳥
羽
上
皇
の
女
房
た
ち
が
出
家
す

る
と
い
う
出
来
事
が
お
き
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
安
楽
房
ほ
か
数
人
が
斬ざ
ん

首し
ゅ
さ
れ
、
法

然
上
人
、
親
鸞
聖
人
が
流
罪
と
な
る
、
承
し
ょ
う

元げ
ん

の
法
ほ
う

難な
ん
に
至
り
ま
し
た
。
六
時
礼
讃
は
、
そ

れ
ほ
ど
人
の
心
を
打
つ
声
明
な
の
で
す
。

現
在
、
東
本
願
寺
で
は
あ
ま
り
取
り
も

た
れ
る
こ
と
が
な
い
お
勤
め
で
す
が
、
今

で
も
、
浄
土
宗
、
時
宗
、
西
本
願
寺
な
ど

で
は
大
切
に
さ
れ
て
い
る
儀
式
で
す
。

さ
て
、
礼
讃
偈
を
収
録
す
る
『
往お
う

生
じ
ょ
う

礼ら
い

讃さ
ん
』
を
書
か
れ
た
善
導
大
師
は
、
偈
文
を

説
か
れ
る
前
に
、
私
た
ち
が
日
常
し
て
い

る
行
為
、
①
名
利
を
重
ん
ず
る
こ
と
、
②

我
を
強
め
る
こ
と
、
③
自
分
に
甘
い
こ
と

を
指
摘
し
て
厳
し
く
戒
め
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
常
に
持
ち
続
け
て
い
る
と
、
い
く

ら
尊
い
行
を
し
て
も
、
次
の
瞬
間
に
は
愚

痴
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

善
導
大
師
は
、
御
本
尊
様
の
前
で
懺
悔
し
、

身
を
改
め
て
い
く
こ
と
を
勧
め
ら
れ
ま
す
。

御
本
尊
前
で
懺
悔
す
る
こ
と
は
、
後
退

す
る
こ
と
で
な
く
、
新
た
に
生
き
て
い
く

力
と
な
る
こ
と
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま
す
。

①【
天
台
声
明
】

日
本
の
声
明
の
一
派
。
天
台
宗
の
三
代
目
の
座

主
で
あ
っ
た
円
え
ん

仁に
ん
を
始
祖
と
す
る
。
十
年
に
及

ぶ
中
国
留
学
の
の
ち
帰
国
し
た
円
仁
は
、
唐

代
の
仏
教
儀
式
を
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

延え
ん

暦
り
ゃ
く

寺じ

に
伝
え
た
。

そ
の
後 

十
二
世
紀
初
頭
、
良
り
ょ
う

忍に
ん
が
大
原
に
隠
い
ん

棲せ
い
し
て
以
来
、
こ
の
地
の
来
ら
い

迎ご
う

院い
ん
が
天
台
声
明

の
根
本
道
場
と
な
り
、
大
原
流
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。（
ブ
リ
タ
ニ
カ
大
辞
典
よ
り
）

②【
安
楽
房
】

法
然
上
人
の
門
弟
。
法
然
上
人
の
『
選
択
本

願
念
仏
集
』
の
口
述
筆
記
の
大
役
を
任
さ
れ

た
が
、
そ
れ
を
驕
っ
た
た
め
に
解
任
さ
れ
た
。

声
明
に
優
れ
、
同
門
の
住
じ
ゅ
う

蓮れ
ん
と
も
に
六
時
礼

讃
を
よ
く
勤
め
た
。

③【
承
元
の
法
難
】

法
然
上
人
は
九
条
兼
実
の
す
す
め
で
『
選
択

本
願
念
仏
集
』
を
著
し
た
が
、
比
叡
山
や
興

福
寺
な
ど
旧
仏
教
の
側
か
ら
の
非
難
や
迫
害

は
激
し
く
、
承
元
元
年(

一
二
〇
七)

住
蓮･

安
楽
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
法
然
上
人
、
親
鸞

聖
人
ら
は
流
罪
と
な
っ
た
。

《
第
二
十
一
回
　
灯
台
下
暗
し
》

「
と
お
き
は
ち
か
き
道
理
、
ち
か
き

は
遠
き
道
理
な
り
。」（
御
一
代
記
聞

書
、
一
二
九
条
）

こ
れ
は
仏
法
に
近
い
も
の
ほ
ど
仏

法
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
、
と
蓮

如
上
人
が
戒
め
ら
れ
た
言
葉
で
す
。

仏
法
と
い
う
も
の
を
当
た
り
前
に

あ
る
モ
ノ
と
し
て
、
何
か
と
理
由
を

つ
け
て
仏
法
を
聞
き
流
し
て
い
る
自

ら
が
透
け
て
く
る
よ
う
な
一
文
で
す
。

仏
法
か
ら
遠
ざ
か
れ
ば
有
り
難
く

思
え
る
の
か
と
い
う
単
純
な
問
題
で

な
く
、
自
身
の
仏
法
に
対
す
る
姿
勢

が
問
わ
れ
て
く
る
お
言
葉
で
す
。

掲
示
板



◆
掲
示
の
言
葉
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
―
令
和
四
年

一
月
よ
り
、
順
慶
寺
前
の
掲
示
板
に
入
る
掲

示
の
言
葉
が
、
住
職
自
筆
に
よ
る
ポ
ス
タ
ー

式
に
変
更
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
墓
地
前
、

本
堂
内
、
寺
報
の
一
面
も
住
職
自
筆
の
も
の

に
変
更
。

◆
元
御
遠
忌
会
計
・
加
藤
俊
之
氏
逝
去
―

さ
る
十
二
月
二
十
五
日
、
順
慶
寺
蓮
如
上
人

五
百
回
御
遠
忌
法
要
に
て
会
計
を
務
め
ら
れ

た
、
加
藤
俊
之
氏
が
逝
去
。
長
ら
く
護
寺

役
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
。
故
老
院
と
は
よ

き
囲
碁
相
手
だ
っ
た
。

◆
十
五
日
講
解
散
―
江
戸
期
よ
り
続
い
て
い

た
十
五
日
講
が
、
コ
ロ
ナ
で
二
年
間
休
止
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
再
開
の
メ
ド
が
立
た
ず

十
二
月
十
九
日
に
解
散
し
た
。
近
年
、
近
隣

各
地
で
本
山
の
講
が
解
散
し
て
お
り
、
十
五

日
講
も
そ
の
あ
お
り
を
受
け
た
形
。
な
お
、

十
五
日
講
の
残
金
は
、
同
日
順
慶
寺
に
寄
附

さ
れ
た
。

◆
本
山
財
務
改
革
を
目
指
し
内
局
案
ー
昨

今
、
宗
門
状
況
や
財
務
状
況
が
厳
し
く
な
っ

か
つ
て
四
つ
残
っ
て
い
た
順
慶
寺
担
当
の

講
が
す
べ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

老
院
が
「
真
宗
の
い
の
ち
」
と
ま
で
言
っ
て

い
た
講
が
老
院
存
命
中
に
次
々
と
な
く
な

り
、
役
員
の
努
力
も
及
ば
ず
、
老
院
の
三

回
忌
を
前
に
最
後
の
一
つ
が
終
わ
り
ま
し
た
。

い
ま
御
内
仏
で
日
々
老
院
に
、「
新
た
な
歩

み
を
い
た
し
ま
す
」
と
誓
っ
て
い
ま
す
（
住
）。

･･･････････････････････････

こ
の
ご
ろ
急
に
寒
く
な
り
、
お
取
越
に
向

か
う
車
の
ハ
ン
ド
ル
も
氷
の
よ
う
な
冷
た
さ
。

風
邪
だ
け
は
ひ
か
な
い
よ
う
に
と
家
族
か
ら

く
ぎ
を
刺
さ
れ
ま
し
た
。
せ
め
て
規
則
正
し

い
生
活
を
送
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
（
若
）。
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釋
公
泰

11
月
24
日
寂 

杉
浦
泰
次
郎（
92
）

名
古
屋
市 

杉
浦
規
公
様
の
父

精
好
院
釋
尼
明
有

12
月
16
日
寂 

塚
本
ス
キ
子（
92
）

今
川
東
組 

塚
本
勝
正
様
の
母

12
月
度
護
寺
会
物
故
者

て
お
り
、
こ
れ
ら
を
抜
本
的
に
見
直
す
た
め

の
改
革
案
が
本
山
内
局
か
ら
提
案
さ
れ
、
内

局
が
説
明
に
各
地
を
巡
回
し
て
い
る
。
内
局

案
は
、
宗
門
護
持
の
た
め
の
必
要
経
費
を
新

た
に
「
宗
門
護
持
金
」
と
し
て
改
編
し
、
門

徒
戸
数
に
よ
っ
て
割
り
振
る
案
。
今
後
、
各

方
面
で
の
議
論
が
待
た
れ
る
。

粋
寛
院
釋
俊
徳

12
月
25
日
寂 

加
藤
俊
之（
89
）

高
畑
組 

加
藤
峰
雄
様
の
父

１月　除夜の鐘 ２月　ハスの手入れ ４月　蓮師会花立て

５月　老院一周忌法要 ３月　竹林整備

７月　白蓮華初開花 ８月　東大教授牧野篤先生と懇談会 １１月　報恩講で市野先生の法話

撮影はセミプロカメラマン護寺会長岡川経康氏一部住職

３
名
の
順
慶
寺
護
寺
会
員
の

方
が
生
前
の
役
割
を
終
え
ら

れ
、
浄
土
に
お
か
え
り
に
な

ら
れ
ま
し
た
。
合
掌

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

令和３年 コロナに負けず



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 土  修正会（大晦日23：45～、順慶寺）
2 日
3 月
4 火
5 水
6 木 木 -1
7 金
8 土
9 日

10 月  今川西組お取越 　　　　　　　　　成人の日
11 火  山ノ端組お取越
12 水  教化検討委員会（14：00、順慶寺本堂）
13 木  今川東組お取越 木 -2
14 金
15 土

16 日
17 月
18 火
19 水
20 木 木 -3
21 金
22 土
23 日  
24 月
25 火  
26 水
27 木 木 -4
28 金  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺にて内勤め）
29 土
30 日
31 月  下高根・荒井地区お取越

●
令
和
四
年
よ
り
法
事
等
は
通
常
日
程

コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
一
昨
年
前
よ

り
、
読
経
時
間
の
短
縮
、
お
斎
の
自

粛
な
ど
法
事
等
の
勤
め
方
に
変
更
が

加
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
オ

ミ
ク
ロ
ン
株
の
拡
散
が
懸
念
さ
れ
ま

す
が
、
法
事
に
つ
い
て
は
、
令
和
四

年
よ
り
僧
侶
の
マ
ス
ク
の
着
用
は
継

続
す
る
も
の
の
、
読
経
、
お
斎
等
の

順
慶
寺
か
ら
の
自
粛
は
求
め
な
い
こ

と
と
し
ま
す
。
今
後
感
染
状
況
が
落

ち
着
き
次
第
、
順
次
令
和
二
年
以
前

の
形
に
復
帰
さ
せ
て
い
き
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

RL	:	http://w
w
w
.junkyoji.com

/
	

E-M
AIL	:	support@

junkyoji.com

連
絡
　
電
話	

〇
五
六
六（
二
一
）一
九
三
四

	

Ｆ
Ａ
Ｘ	

〇
五
六
六（
二
六
）五
六
一
三

1 月の主な行事予定
2022 年 1 月号　　　　【4】

おしらせ
し

じ

み

み
な
さ
ん
、
お
元
気
で
す
か
。
昨
年
は
、

コ
ロ
ナ
で
沢
山
の
人
が
故
郷
へ
帰
省
で
き

な
か
っ
た
の
で
、
今
年
こ
そ
は
無
事
な
正

月
に
な
る
と
い
い
で
す
ね
。

正
月
に
は
、
お
節
料
理
や
お
雑
煮
を
い

た
だ
い
て
、
こ
た
つ
で
ご
ろ
ご
ろ
。
み
か

ん
を
食
べ
な
が
ら
テ
レ
ビ
で
箱
根
マ
ラ
ソ

ン
。な
ん
だ
か
、み
ん
な
で
ゆ
っ
た
り
ム
ー

ド
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

い
つ
も
、
正
月
が
過
ぎ
る
と
、
ち
ょ
っ

と
お
腹
が
出
て
、
胃
も
た
れ
も
出
た
り
し

ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
シ
ジ
ミ
の
お
汁
が

い
い
そ
う
で
す
。
シ
ジ
ミ
は
、
カ
ロ
リ
ー

が
低
い
割
に
タ
ン
パ
ク
質
が
豊
富
ら
し
く
、

肝
臓
や
貧
血
に
効
果
が
あ
る
栄
養
素
を
含

1
月
行
事
内
容 

詳
細

ん
で
い
る
と
か
。
丁
度
一
月
は
寒
シ
ジ
ミ

の
旬
な
と
き
な
の
だ
と
そ
う
で
す
。

そ
う
言
え
ば
、
お
父
さ
ん
は
、
風
邪
熱

が
出
る
と
必
ず
「
シ
ジ
ミ
は
真
熱
を
と
る

か
ら
い
い
」
と
言
っ
て
、
シ
ジ
ミ
の
お
汁

を
食
べ
て
い
ま
し
た
。

黒
松
を

黒
松
を出

る
日
一
髪
　
蜆
汁

出
る
日
一
髪
　
蜆
汁齋

藤
玄

齋
藤
玄

修
正
会（
年
越
し
勤
行
）

12
月
31
日
か
ら
元
旦

	
	

大
晦
日
23
時
45
分
～	

順
慶
寺

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
本
年
も
大
晦
日
か
ら
元
旦

に
か
け
て
、
修
正
会
（
年
越
し
勤
行
）
を

左
記
の
日
程
の
通
り
実
施
い
た
し
ま
す
。

《
修
正
会
日
程
》　
12
月
31
日
～
元
旦

23
時
30
分 

山
門
開
扉

23
時
45
分 

本
堂
お
勤
め
始
め

 
 

 

鐘
楼
除
夜
の
鐘
始
め

24
時
15
分 

住
職
年
頭
挨
拶

 
 

 

責
役
・
総
代
長
挨
拶

24
時
30
分
か
ら 

順
次
焼
香（
三
十
分
間
）　

※
当
日
、
参
詣
者
に
は
マ
ス
ク
の
着
用
、
ア

ル
コ
ー
ル
消
毒
の
お
願
い
を
し
ま
す
。
本

堂
内
で
は
、
座
席
の
間
隔
を
取
り
（
座
席

は
四
十
五
席
）、
書
院
に
も
座
席
（
ラ
イ
ブ

中
継
、
十
五
席
）
を
準
備
し
ま
す
。
ま
た
、

お
屠
蘇
や
お
汁
粉
の
接
待
は
本
年
も
自
粛

い
た
し
ま
す
が
、
お
土
産
と
温
か
い
お
汁

粉
の
缶
ジ
ュ
ー
ス
を
準
備
い
た
し
ま
す
。

※
除
夜
の
鐘
は
、
打
鐘
を
願
う
人
に
は
、
必

須
で
手
指
の
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
し
て
い

た
だ
く
予
定
で
す
。

教
化
検
討
委
員
会（
第
九
回
）

1
月
12
日
（
水
）

	

　

午
後
２
時
～　

順
慶
寺
本
堂

一
年
間
教
化
の
あ
り
方
を
議
論
し
て
き

た
検
討
委
員
会
。
今
後
、
令
和
四
年
四

月
に
行
わ
れ
る
教
化
委
員
会
へ
の
答
申

提
出
に
向
け
て
ま
と
め
に
入
り
ま
す
。

本年もよろしくお願いします

岡川経康氏撮影

コロナ対策により、諸活動は自粛中
※令和４年４月より感染状況を見
ながら順次正常化する予定


