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◆◇ 三ヵ年の教導 ◇◆
毎月開催している真宗講座では、 一貫したお話をいただくために、 一講師連続三ヵ年の教

導をお願いしている。 今回の同朋大学副学長 ・ 福田琢先生からは、 コロナによる二年間

の休止を経て、 五年間に亘って「 お釈迦様の生涯と教え」 を頂いた。

◇ 

心
静
か
に
朝
を
迎
え
る 

◇

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

過
ぎ
ゆ
く
令
和
五
年
は
、
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
新

た
な
動
き
が
見
ら
れ
た
一
方
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
、

ガ
ザ
戦
争
な
ど
の
人
道
上
悲
惨
な
戦
争
が
繰
り
返
さ

れ
、
地
球
温
暖
化
に
よ
る
地
球
規
模
の
災
害
や
環
境

変
化
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
年
で
し
た
。

新
し
く
迎
え
る
令
和
六
年
は
、
素
晴
ら
し
い
年
に

な
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
う
の
は
私
た
ち
全
て
の
願

い
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
思
い
が
か
え
っ
て
欲

を
増
や
し
、
苦
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の
な
ら
、

元
も
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
六
年
最
初
に
頂
く
、
釈
尊
の
言
葉
は
、『
ダ

ン
マ
パ
ダ
』
よ
り
、

「
愚
か
に
、
心
乱
れ
て

百
年
生
き
る
よ
り
は

賢
く
、
心
静
か
に

一
日
生
き
る
ほ
う
が
い
い
」（
第
百
十
一
偈
）

こ
の
話
は
、
釈
尊
の
弟
子
で
、
コ
ン
ダ
ニ
ャ
と
呼

ば
れ
る
長
老
の
逸
話
か
ら
説
か
れ
た
も
の
で
す
。
長

老
は
、
釈
尊
か
ら
瞑
想
の
道
を
与
え
ら
れ
、
森
に
住

み
①

阿あ

羅ら

漢か
ん

の
境
地
に
至
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

あ
る
時
、
コ
ン
ダ
ニ
ャ
長
者
は
、
阿
羅
漢
の
境
地
に

達
し
た
こ
と
を
釈
尊
に
報
告
す
る
た
め
に
、
森
を
離
れ

て
祇ぎ

園お
ん

精
し
ょ
う

舎じ
ゃ
の
釈
尊
の
と
こ
ろ
へ
向
か
い
ま
し
た
。
途

中
、
疲
れ
て
岩
の
上
に
座
り
、
静
か
に
座
禅
し
て
い
る

う
ち
に
夜
更
け
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
へ
、
大
勢
の
盗

賊
た
ち
が
、
街
を
荒
ら
し
逃
げ
て
来
て
、
長
老
の
頭
と

気
付
か
ず
に
盗
品
を
載
せ
、
眠
り
に
つ
き
ま
し
た
。

明
け
方
、
盗
賊
た
ち
が
目
を
覚
ま
す
と
、
人
間
の
頭

に
盗
品
を
載
せ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
慌
て
て
逃
げ
出
し

ま
す
が
、
長
者
は
、「
恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

は
出
家
者
で
す
」
と
落
ち
着
い
て
諭
し
ま
す
。
す
る
と
、

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
百
十
一
偈
よ
り

夜
、
盗
賊
が
盗
ん
で
来
た
も
の

を
置
い
た
が
、
夜
明
け
に
な
っ

て
、
行
者
の
頭
の
上
に
置
い
た

と
気
付
く
。
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し
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毎
年
、
年
が
改
ま
っ
て
新
年
を
迎
え

る
と
、

「
今
年
の
目
標
」

を
た
て
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
こ
れ
ま

で
何
一
つ
そ
の
目
標
を
達
成
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。
三
日
坊
主
に
も
な
ら
ぬ
ほ

ど
、
何
か
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
こ
ろ

新
た
な
思
い
も
ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
い

ま
す
（
汗
）。

な
ら
ば
、
そ
ん
な
目
標
な
ど
た
て
な

け
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
こ
ん
な
怠
け
者

で
も
何
か
は
じ
め
て
み
よ
う
と
思
わ
せ

る
の
が
新
年
の
力
で
す
。

お
寺
で
も
大
晦
日
の
晩
に
は
皆
さ
ん

と
お
詣
り
を
し
て
新
年
を
迎
え
、
行
く

年
に
感
謝
し
て
来
る
年
に
思
い
を
馳
せ

ま
す
。
そ
し
て
、
厳
か
な
気
持
ち
に
な
っ

て
、
つ
い
つ
い
ま
た
出
来
も
し
な
い
目
標

を
た
て
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
ん
な
こ
ん
な
で
、
ま
ず
は
身
の
丈

に
あ
っ
た
こ
と
。
ち
な
み
に
今
回
は
、

「
人
並
み
に
ス
マ
ホ
の
操
作
が
出
来
る
」

が
目
標
で
す
。
家
族
に
迷
惑
を
か
け

ず
に
、
何
と
か
自
力
で
操
作
で
き
る
よ

う
に
し
た
い
で
す
。

盗
人
た
ち
は
、
観
念
し
て
弟
子
と
な
る
こ
と

を
申
し
出
ま
し
た
。
そ
の
後
、
長
者
は
釈
尊

に
盗
人
の
こ
と
を
知
ら
せ
、
盗
人
た
ち
は
釈

尊
の
も
と
で
出
家
し
た
と
い
い
ま
す
。

心
静
か
な
長
者
の
ひ
と
言
が
、
盗
人
た

ち
の
心
を
入
れ
替
え
さ
せ
ま
し
た
。

◇ 

ブ
ツ
ブ
ツ
言
う
な
ら
お
念
仏 

◇

平
成
十
六
年
に
順
慶
寺
で
厳
修
し
た
、

蓮
如
上
人
五
百
回
御
遠
忌
法
要
で
テ
ー
マ
に

し
た
の
は
、「
一
期
の
た
し
な
み
」
と
い
う
言

葉
で
し
た
。

こ
の
言
葉
は
、
②

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記

聞
書
』
に
、

「
一
度
の
ち
が
い
が
、
一
期
の
ち
が
い
な
り
。

一
度
の
た
し
な
み
が
、
一
期
の
た
し
な
み
な

り
。
そ
の
ゆ
え
は
、
そ
の
ま
ま
い
の
ち
お
わ

れ
ば
、
一
期
の
ち
が
い
に
な
る
に
よ
り
て
な

り
。」（
第
六
十
七
節
）

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
し

た
。私

た
ち
は
掛
け
替
え
の
な
い
一
瞬
一
瞬
を

生
き
て
い
ま
す
が
、
毎
日
ワ
ガ
マ
マ
を
言
い
、

多
く
の
ご
縁
に
な
か
な
か
感
謝
で
き
ま
せ
ん
。

自
分
を
中
心
に
す
る
た
め
に
、
本
当
は
出

遇
う
は
ず
だ
っ
た
、
大
切
な
ひ
と
言
を
聞
か

ず
、
大
切
な
ご
縁
を
失
っ
た
り
、
本
当
の
意

味
を
知
ら
ず
に
貶け

な
し
て
い
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
挙
げ
句
の
は
て
に
、
あ
の
と
き
は
こ
う

し
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
、あ
の
と
き
こ
う
だ
っ

た
ら
良
か
っ
た
の
に
、
と
後
悔
を
し
ま
す
。

そ
う
い
う
私
た
ち
に
、
蓮
如
上
人
は
、
末

代
無
知
の
身
で
あ
る
か
ら
、
自
分
に
と
っ
て

都
合
の
い
い
こ
と
で
も
悪
い
こ
と
で
も
、
ご

縁
を
感
じ
、
大
事
に
し
て
い
き
な
さ
い
と
教

え
て
下
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ブ
ツ
ブ
ツ
言
う
な
ら
お
念
仏
。
私
た
ち

真
宗
門
徒
は
、
毎
日
お
念
仏
に
ご
縁
を
い
た

だ
き
、
心
静
か
な
ひ
と
と
き
を
い
た
だ
い
て

い
き
ま
す
。

①
【
阿
羅
漢
】

阿
羅
漢
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語arhat

（
ア
ル
ハ
ッ
ト
）、
パ
ー
リ
語arahant

（
ア

ラ
ハ
ン
ト
）
に
由
来
し
、
仏
教
に
お
い
て
最

高
の
悟
り
を
得
た
、
尊
敬
や
施
し
を
受
け

る
に
相
応
し
い
聖
者
の
こ
と
。
こ
の
境
地
に

達
す
る
と
迷
い
の
輪
廻
か
ら
脱
し
て
涅
槃

に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
略
称
し

て
羅
漢
と
も
い
う
。
漢
訳
に
は
応
供
と
い

う
意
訳
も
あ
る
。
原
始
仏
教
に
は
、
覚
り

に
い
た
る
階か
い

位い

と
し
て
、
預よ

流る

・
一
い
ち

来ら
い
・
不ふ

還げ
ん
・
阿
羅
漢
の
四
段
階
を
出
す
が
、
そ
の

頂
点
が
阿
羅
漢
。

②
【
蓮
如
上
人
御一代
記
聞
書
】

主
と
し
て
第
八
代
宗
主
蓮
如
上
人
の
御
一

代
に
お
け
る
法
語
や
訓
誡
お
よ
び
上
人
の

行
動
な
ど
を
収
録
し
、
さ
ら
に
蓮
如
・
実

如
両
上
人
に
関
係
す
る
人
々
の
言
動
も
記

録
さ
れ
た
も
の
。
す
べ
て
箇
条
書
き
に
な
っ

て
い
て
、
真
宗
聖
典
に
は
三
一
四
条
を
収
め

て
い
る
が
、
そ
の
他
条
数
の
異
な
る
諸
本

も
あ
る
。

《
第
四
十
五
回
　
八
万
の
法
蔵
》

御
文
の
五
帖
目
二
通
の
冒
頭
は
、

「
そ
れ
、
八
万
の
法
蔵
を
し
る
と

い
う
と
も
、
後
世
を
し
ら
ざ
る
人

を
愚
者
と
す
」
と
あ
り
ま
す
。

お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
八
万
も

の
仏
教
の
教
え
を
知
っ
て
い
た
と

し
て
も
、
生
き
抜
い
た
先
の
世
界

を
知
ら
な
い
人
は
愚
か
者
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
御
文
は
日
々
、
よ
く
拝
読

し
ま
す
が
、
仏
教
を
勉
強
し
て
知

識
ば
か
り
蓄
え
て
い
な
い
か
、
と

自
分
自
身
に
問
い
返
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
御
文
で
す
。

正
月
に
鏡
餅
を
飾
る
こ
と
は
、
意

味
は
分
か
ら
な
い
け
ど
知
っ
て
い

る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

正
月
は
、
昔
か
ら
、
年
神
さ
ま
を
迎
え

る
た
め
の
大
事
な
と
き
と
さ
れ
て
い
て
、
正

月
前
に
は
、
大
掃
除
を
し
て
、
し
め
縄
を
し

て
、
鏡
餅
を
供
え
る
の
が
一
般
的
な
日
本
の

風
習
で
す
。
し
か
し
、
正
月
に
は
仏
さ
ま
に

も
鏡
餅
を
上
げ
ま
す
。

古
来
日
本
で
は
、
米
に
は
、〝
ケ
（
褻け

＝

日
常
）〟
の
力
が
具
わ
っ
て
い
る
と
し
て
い

ま
す
。
ケ
が
枯
れ
る
と
「
ケ
ガ
レ
」
の
状
態

と
な
る
の
で
、
米
の
力
を
大
切
に
し
て
き
ま

し
た
。
米
の
力
で
、
日
常
を
保
っ
て
い
る
と

い
う
考
え
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
非
日
常
を
「
ハ
レ
」
と

い
う
言
葉
で
表
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ハ

レ
着
、
ハ
レ
の
舞
台
な
ど
で
す
。
ま
た
、
ハ

レ
の
日
と
は
、
日
常
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
許
し
て
、
自
由
に
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

こ
の
ケ
と
ハ
レ
の
変
わ
り
目
を
「
ケ
チ
メ
」

（
結
ち
目
）
と
か
、「
ケ
ジ
メ
」（
ケ
締
め
）

と
も
言
い
、
こ
の
ケ
ジ
メ
を
し
っ
か
り
す
る

た
め
に
、
ケ
の
力
を
保
つ
と
い
う
米
を
固
め
、

力
を
倍
加
す
る
餅
が
重
宝
さ
れ
た
わ
け
で

す
。
こ
の
意
味
で
、
餅
に
は
、
神
道
も
仏
教

も
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仏
教
で
は
、
仏
さ
ま
を
綺
麗
に
飾
り
、
ケ

ジ
メ
の
お
餅
を
あ
げ
て
、
家
族
揃
っ
て
仏
壇

に
お
詣
り
し
て
新
年
を
迎
え
ま
す
。

お正月には鏡餅を飾りますお正月には鏡餅を飾ります
が神様のイメージです。が神様のイメージです。

お寺でもお餅をついてお供えしまお寺でもお餅をついてお供えしま
すが神様と一緒なんですか？？すが神様と一緒なんですか？？

コーナーコーナー

「
今
年
こ
そ
」



◆
真
宗
講
座
、
福
田
氏
最
終
講
義 

＝ 

さ

る
12
月
18
日
、
順
慶
寺
真
宗
講
座
の
講
師
、

同
朋
大
学
副
学
長
・
福
田
琢
先
生
の
最
終

講
義
が
開
催
さ
れ
た
。
福
田
先
生
か
ら
は
、

令
和
元
年
か
ら
コ
ロ
ナ
禍
を
挟
ん
で
五
年

間
（
実
質
は
三
年
間
）
の
講
義
を
受
け
た
。

福
田
先
生
は
、
来
年
度
か
ら
同
朋
大
学
学

長
に
就
任
さ
れ
る
予
定
。

な
お
、
次
年
度
以
降
の
真
宗
講
座
の
講
師

は
、
次
年
度
開
始
ま
で
に
決
定
し
、
追
っ

て
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
る
予
定
。

◆
幡
谷
先
生
講
話
集
第
一
回
配
本
＝ 

順

慶
寺
で
長
ら
く
講
演
し
て
頂
い
た
、
大
谷

大
学
名
誉
教
授
・
幡
谷
明
先
生
の
講
演
集

の
第
一
回
配
本
（
第
一
巻
と
第
二
巻
）
が
、

12
月
中
旬
か
ら
始
ま
っ
た
。
講
話
集
は
、

七
巻
ま
で
あ
り
、
二
冊
づ
つ
刊
行
さ
れ
る

予
定
。

年
の
瀬
、
恩
師
・
幡
谷
明
先
生
の
講
話

集
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。
私
自
身
、
同
書
の

編
集
に
参
加
さ
せ
て
頂
い
た
の
で
、
こ
の
上

も
な
い
喜
び
で
す
。
編
集
中
、
先
生
が
常
々

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
言
葉
、
絶
え
間
な

く
先
生
の
口
か
ら
聞
か
れ
た
お
念
仏
が
甦
っ

て
き
て
、
先
生
が
お
戻
り
に
な
ら
れ
た
か
の

よ
う
な
錯
覚
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
先

生
と
生
涯
の
一
部
分
を
過
ご
さ
せ
て
頂
け
た

こ
と
が
、
今
と
な
っ
て
は
、
本
当
に
幸
せ
だ
っ

た
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。（
住
）

･･･････････････････････････

年
の
瀬
に
な
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
雪

が
降
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
ぐ
ら
い
の
寒
さ

に
な
り
ま
し
た
ね
。
こ
ん
な
日
は
、
暖
房
の

前
か
ら
な
か
な
か
動
く
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
何
事
も
は
じ
め
の
一
歩
目
が
一
番
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
い
ま
す
。（
若
）
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積
徳
院
釋
浄
薫

12
月
4
日
寂 

池
田
　
薫（
102
）

今
川
東
組 

池
田
光
様
の
父

迎
雲
院
釋
尼
華
映

12
月
5
日
寂 

岡
本
エ
イ
子（
92
）

安
城
市 

岡
本
壮
司
様
の
母

12
月
度
護
寺
会
物
故
者

承
真
院
釋
恒
誉

12
月
15
日
寂 

岡
本
恒
男（
84
）

市
場
上
組 

岡
本
静
香
様
の
父

芳
庭
院
釋
尼
妙
靖

12
月
8
日
寂 

加
藤
靖
子（
80
）

刈
谷
市 

加
藤
和
彦
様
の
母

寛
楽
院
釋
佐
誠

12
月
21
日
寂 

松
元
佐
津
男（
91
）

名
古
屋
市 

松
元
秀
樹
様
の
父

５
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

一年間大変お世話になりました。
皆さんのおかげで、アフターコロ
ナの一年を充実して終えることが
できました。

１2 月　順慶寺子供会お茶会

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

令和５年 アフターコロナの実践

２月　ハスの手入れ ４月　蓮師会で三年分の追弔会

５月～ 6 月　境内整備

１月　寺カフェ寄席

7 月　朝市（泉田地区主催）

１2 月　福田先生最終講義

10 月　薄井秀夫先生公開講座

１１月　報恩講での宇治谷先生の法話

９月　祠堂法要で三年ぶりにお斎復活



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 月  修正会（大晦日23：45～、順慶寺）
2 火
3 水
4 木
5 金 木 -1
6 土
7 日  新春・寺カフェ寄席（9：00～11：00、順慶寺本堂）
8 月  今川西組お取越 　　　　　　　　　成人の日
9 火

10 水  今川東組お取越
11 木
12 金 木 -2
13 土
14 日
15 月

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

●
Ｏ
Ｂ
会
主
催
バ
ス
旅
行
の
報
告
に
つ
い
て

さ
る
10
月
30
日
に
実
施
さ
れ
ま
し

た
総
代
Ｏ
Ｂ
会
主
催
遠
州
路
バ
ス

旅
行
の
会
計
報
告
で
す
が
、
12
月

末
日
以
降
に
配
布
す
る
予
定
で
す
。

集
合
写
真
で
す
が
、
一
部
映
っ
て
い

な
い
人
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
希
望

者
の
み
配
布
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

写
真
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
順
慶

寺
ま
で
申
し
出
て
下
さ
い
。
な
お
、

寺
報
の
11
月
号
に
は
、
小
さ
く
集

合
写
真
が
載
せ
て
有
り
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
2024 年 1 月号　　　　【4】

おしらせ
キ
ン
カ
ン

み
な
さ
ん
、
い
よ
い
よ
令
和
六
年

も
始
ま
り
ま
す
ね
。
令
和
六
年
こ
そ
は
、

あ
ち
こ
ち
で
起
こ
っ
て
い
る
戦
争
が
収
ま

る
と
い
い
で
す
。

さ
て
、
冬
に
な
る
と
、
よ
く
玄
関
先
な

ど
に
黄
色
い
キ
ン
カ
ン
を
見
か
け
ま
す
。

キ
ン
カ
ン
は
、
ま
る
ご
と
食
べ
る
と
、
皮

が
甘
く
て
中
身
が
酸
っ
ぱ
い
の
で
、
思
い

出
す
だ
け
で
も
生
唾
が
で
て
き
ま
す
。
キ

ン
カ
ン
に
は
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
や
ビ
タ
ミ
ン

Ｅ
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
風
邪
予

防
や
美
容
に
も
い
い
よ
う
で
す
。

分
類
で
は
、
ミ
カ
ン
科
キ
ン
カ
ン
属
の

常
緑
低
木
と
さ
れ
て
い
て
、
形
も
蜜
柑
や

オ
レ
ン
ジ
の
小
さ
い
も
の
の
よ
う
な
の
で

1
月
行
事
内
容 

詳
細

す
が
、
皮
が
食
べ
ら
れ
る
の
で
、
み
か
ん

な
ど
と
は
同
じ
分
類
に
は
で
き
な
い
よ
う

で
す
。

お
節
料
理
に
キ
ン
カ
ン
の
甘
露
煮
を
添

え
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

金
柑
の

金
柑
の

甘
さ
と
ろ
り
と
年
迎
ふ

甘
さ
と
ろ
り
と
年
迎
ふ

鈴
木
真
砂
女

鈴
木
真
砂
女

修
正
会（
年
越
し
勤
行
）

12
月
31
日（
日
）
23
時
45
分

　
～
1
月
1
日
（
月
）
1
時
終
了

順
慶
寺
本
堂
・
玄
関
に
て

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
。
本
年
は
、
コ
ロ
ナ

以
前
の
形
で
制
限
を
せ
ず
に
実
施
し
ま
す
。

《修
正
会
日
程
》　

12
月
31
日
～
元
旦

23
時
15
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
）

 
 

 

お
屠
蘇
振
る
舞
い
　

※
お
屠
蘇
の
振
る
舞
い
は
試
飲
カ
ッ
プ
に
よ

り
実
施
し
ま
す
。
お
汁
粉
の
接
待
は
本
年

か
ら
再
開
す
る
予
定
で
す
。
是
非
、
ご
家

族
そ
ろ
っ
て
御
参
詣
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

お
勤
め
に
参
加
さ
れ
た
方
に
は
、
お
楽
し

み
の
お
土
産
が
あ
り
ま
す
。

※２月の寺カフェは冬休みです

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す


