
田
は
雑
草
の
た
め
に
そ
こ
な
わ
れ

　
　
人
は
欲
の
ゆ
え
に
そ
こ
な
わ
れ
る

年始の挨拶（令和２年元旦、順慶寺本堂にて、岡川経康氏撮影）

【1】　　　　2020 年 1月 28 日発行

◆◇ 年始の挨拶 ◇◆
順慶寺では、大晦日深夜から元旦未明にかけて、年越し勤行と修正会が開催される。
本堂では、一年のスタートをお寺からと志して参られるかたが沢山あり、その方々一人
一人と寺族が挨拶を交わす。

◇ 

思
い
や
り
を
持
っ
て
施
す
こ
と 

◇

今
月
の
言
葉
も
、釈
尊
の『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』（
３
５
９

偈
）
か
ら

「
田
は
雑
草
の
た
め
に　

そ
こ
な
わ
れ
る

人
は
欲
の
ゆ
え
に　

そ
こ
な
わ
れ
る

げ
に
さ
れ
ば

欲
を
離
れ
た
る
者
に
施
さ
ば

そ
の
果
み
の
り

大
な
り
」

と
い
う
言
葉
で
す
。

や
は
り
、
私
利
私
欲
に
ま
み
れ
た
人
に
、
様
々
な

こ
と
を
託
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
自
ら

も
満
足
し
、
人
を
も
満
足
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
円

満
な
人
に
信
頼
は
お
け
る
も
の
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
後
期
に
、
経
世
家
、
農
政
家
、
思
想
家

と
し
て
有
名
だ
っ
た
人
に
、
①
二
宮
金
次
郎
が
あ
り

ま
す
。
二
宮
が
、
江
戸
時
代
の
天
保
年
間
に
、
度
重

な
る
天
災
か
ら
、
心
と
心
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
、

荒
廃
し
た
土
地
を
再
興
し
よ
う
と
、「
報
徳
仕
法
」

を
提
唱
し
た
こ
と
は
有
名
で
す
。「
報
徳
仕
法
」
は
、

困
窮
し
た
農
民
の
生
活
を
立
て
直
す
の
に
、
各
自
に

ふ
さ
わ
し
い
生
活
の
支
出
の
限
度
を
決
め
、
余
剰
分

の
収
穫
で
き
た
も
の
を
、自
分
や
他
人
に
差
し
出
し
、

心
の
結
び
つ
き
を
生
み
だ
す
方
法
で
す
。

二
宮
が
こ
う
し
た
方
法
を
見
出
し
た
理
由
の
ひ
と

つ
に
、
天
の
恵
み
を
受
け
て
育
つ
稲
を
一
層
育
て
る

に
は
、
同
じ
く
天
の
恵
み
を
受
け
て
育
つ
雑
草
を
抜

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
矛
盾
を
感
じ
た
た

め
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、我
執
を
捨
て
て
、

思
い
や
り
を
も
っ
て
施
し
を
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と

分
か
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
ま
す
。

戦
後
、
二
宮
金
次
郎
は
注
目
さ
れ
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
ど
こ
か
、
釈
尊
の
精
神
に
通
づ
る
も
の
を
感

じ
ま
す
。

今
月
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
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《
阿
弥
陀
に
聞
い
た
ら
分
か
る
》

妙
好
人
・
庄
松
。
御
本
山
で
帰
敬
式

を
受
け
た
直
後
に
、
ご
門
主
の
衣
の
袖

を
引
き
留
め
て
、

「
ア
ニ
キ
、
覚
悟
は
よ
い
か
」

と
発
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

本
堂
で
帰
敬
式
を
受
け
た
人
た
ち
、

係
の
も
の
、
み
な
呆
気
に
と
ら
れ
、
本

堂
は
一
瞬
凍
り
付
い
た
よ
う
に
静
ま
り

か
え
り
ま
し
た
。

式
が
終
わ
る
と
、
大
騒
ぎ
。

「
庄
松
も
無
茶
を
す
る
に
も
ほ
ど
が
あ

る
。き
っ
と
厳
し
い
お
咎
め
が
あ
る
ぞ
」

「
お
ら
た
ち
に
も
、
と
ば
っ
ち
り
が
く

る
か
も
し
れ
な
い
」

と
、
同
行
た
ち
は
口
々
に
心
配
を
し

て
い
る
と
、
案
の
定
、
取
り
次
ぎ
の
僧

侶
が
や
っ
て
来
て
、

「
今
、
善
知
識
の
法
会
を
引
っ
張
っ
た

も
の
は
お
る
か
。御
前
に
出
ら
れ
た
し
」

と
、
庄
松
に
お
呼
び
が
か
か
り
ま
し

た
。
同
行
た
ち
は
、

「
こ
の
も
の
は
世
間
知
ら
ず
の
バ
カ
で

あ
り
ま
し
て
、ど
う
ぞ
、お
慈
悲
を
も
っ

て
お
許
し
下
さ
い
」

と
、
懇
願
し
ま
す
が
、
庄
松
は
何
食

わ
ぬ
顔
を
し
て
、
御
前
に
行
く
と
、
あ

ぐ
ら
を
か
い
て
座
り
込
み
ま
し
た
。

「
先
ほ
ど
衣
を
ひ
っ
ぱ
っ
た
の
は
お
前

か
。何
と
思
っ
て
引
っ
張
っ
た
の
じ
ゃ
」

と
、
ご
門
主
が
問
い
か
け
ま
す
。

「
へ
え
、
そ
ん
な
赤
い
衣
を
着
て
い
て

も
地
獄
は
逃
れ
ら
れ
な
い
で
、
覚
悟
は

い
い
か
と
思
う
て
」

と
、
答
え
る
の
で
、
ご
門
主
は
、

「
そ
ち
は
、
信
を
頂
い
た
か
。
そ
の
信

の
姿
を
ひ
と
言
申
し
て
み
よ
」

と
、
続
け
ま
し
た
。

「
な
ん
と
も
な
い
。
阿
弥
陀
様
に
聞
い

た
ら
早
う
わ
か
る
。
わ
れ
の
仕
事
じ
ゃ

な
し
、
わ
れ
に
分
か
る
も
ん
か
」

と
、
庄
松
は
答
え
、
ご
門
主
を
感
服

さ
せ
た
と
い
い
ま
す
。

2020 年 2 月号　　　　【2】

《ありのままに》

讃
さ ぬ き

岐の庄
しょうまつ

松
（14）

［第90回］

グ
レ
タ
さ
ん

新
し
い
メ
ガ
ネ
に
な
っ
て

気
分
一
新

佳
帆
子

今
年
の
冬
は
記
録
的
な
暖
冬
だ
そ

う
で
、
連
日
テ
レ
ビ
で
も
全
国
の
暖

冬
風
景
を
放
送
し
て
い
ま
す
。

お
寺
で
も
、
こ
の
時
期
は
境
内
の

蓮
の
鉢
に
氷
が
張
り
、
朝
、
通
学
班

の
子
供
た
ち
が
興
味
一
杯
に
氷
を
つ

つ
く
の
で
す
が
、
お
楽
し
み
の
雪
や

氷
は
お
預
け
の
ま
ま
で
す
。

こ
の
と
こ
ろ
す
っ
か
り
有
名
に

な
っ
た
の
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
環

境
活
動
家
、
グ
レ
タ
さ
ん
。
十
七
歳

と
い
う
若
さ
に
も
関
わ
ら
ず
、
世
界

各
地
の
デ
モ
行
進
に
参
加
し
、
各
国

の
政
治
家
に
も
の
申
す
姿
は
、
大
人

顔
負
け
で
す
。
同
じ
十
七
歳
の
娘
は
、

朝
寒
く
て
な
か
な
か
起
き
ら
れ
ず
、

ギ
リ
ギ
リ
ま
で
支
度
が
で
き
な
い
の

で
、
同
じ
年
と
は
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

グ
レ
タ
さ
ん
の
姿
が
、
高
校
生
の

娘
に
も
、
輝
い
て
映
っ
て
く
れ
た
ら

い
い
な･･･

、
と
影
な
が
ら
思
っ
て

い
ま
す
。

◇ 
我
執
の
根
深
さ 

◇

「
ぬ
い
て
も　

ぬ
い
て
も

　
　
　
　

草
の
執
着
を
ぬ
く
」

と
い
う
、
②
種
田
山
頭
火
の
俳
句
が
あ

り
ま
す
。
若
い
頃
、
版
画
を
買
っ
た
こ
と

が
あ
る
の
で
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

山
頭
火
は
、大
正
昭
和
の
俳
人
で
す
が
、

そ
の
あ
ま
り
に
自
由
な
作
風
に
、
孤
高
の

人
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
同
時
代

人
か
ら
受
け
て
い
た
評
価
は
、
ど
れ
だ
け

身
を
持
ち
崩
し
て
も
、
揺
ら
ぐ
事
の
な
い

確
か
な
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

山
頭
火
は
、
幼
少
期
、
父
親
の
浮
気
や

芸
者
遊
び
に
苦
し
ん
だ
母
親
が
、
十
歳
の

と
き
に
井
戸
に
身
を
投
げ
て
自
殺
す
る
と

い
う
深
い
心
の
傷
を
負
い
ま
し
た
。
高
校

を
首
席
で
卒
業
し
、
早
稲
田
大
学
に
入
学

し
て
俳
句
に
親
し
み
、
父
親
と
と
も
に
酒

造
業
を
始
め
、
妻
子
を
持
ち
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
酒
造
業
が
倒
産
す
る
に

至
り
、
父
親
は
家
出
し
、
兄
弟
と
も
離
散

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
や
が
て
、
弟

は
自
殺
し
、
妻
と
も
離
婚
。
関
東
大
震
災

で
焼
け
出
さ
れ
て
、
熊
本
の
元
妻
の
元
で

暮
ら
し
ま
す
。
四
十
二
歳
の
と
き
、
市
電

に
立
ち
は
だ
か
っ
た
た
め
、
乗
客
た
ち
が

怒
っ
て
、
禅
寺
に
預
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
禅
僧
と
し
て
行
乞
の
旅
を
続
け
る

中
で
詠
ま
れ
た
の
が
、
か
の
有
名
な

「
分
け
入
っ
て
も

　
　
　

分
け
入
っ
て
も　

青
い
山
」

同
じ
頃
に
詠
ま
れ
た
「
草
の
執
着
を
ぬ

く
」
の
歌
と
同
様
に
、
山
頭
火
の
苦
し
み

を
感
じ
、
心
の
平
安
を
得
る
こ
と
の
難
し

さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。

苦
し
み
の
中
で
歩
ん
だ
山
頭
火
を
み
る

に
つ
け
、
心
の
平
安
を
得
て
、
自
利
利
他

円
満
と
な
っ
た
仏
様
は
、
実
に
尊
い
お
方

だ
と
実
感
し
ま
す
。

①
【
二
宮
金
次
郎
】

天
明
七
年
（
１
７
８
７
）、
相
模
国
栢
山
村

の
豊
か
な
農
家
に
生
ま
れ
。
再
三
に
わ
た

る
酒
匂
川
の
氾
濫
で
田
畑
を
流
さ
れ
、
家

は
没
落
し
、
過
労
に
よ
り
両
親
は
亡
く
な

り
、
一
家
は
離
散
。
朝
か
ら
夜
遅
く
ま
で

働
き
、
わ
ず
か
な
時
間
も
勉
強
し
、
荒
地

を
開
墾
し
て
お
金
を
貯
め
、
田
畑
を
買
い

戻
し
、
二
十
四
歳
ま
で
に
一
家
を
再
興
。
小

田
原
藩
家
老
を
は
じ
め
、
藩
主
の
依
頼
に

よ
り
分
家
の
桜
町
領
を
復
興
さ
せ
る
な
ど
、

関
東
か
ら
東
北
に
か
け
る
各
藩
の
農
村
総

合
的
復
興
事
業
（
仕
法
）
を
行
い
素
晴
ら

し
い
成
果
あ
げ
た
。
七
十
歳
没
。

②
【
種
田
山
頭
火
】

本
名
、
種
田
正
一
。
明
治
十
五
年
生
ま
れ
。

日
本
の
自
由
律
俳
句
の
俳
人
。
山
頭
火
と

だ
け
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
山
口
県
防

府
市
の
生
ま
れ
。「
層
雲
」
の
荻
原
井
泉

水
門
下
。
四
十
二
歳
で
熊
本
市
の
曹
洞
宗

報
恩
寺
で
出
家
得
度
し
て
耕
畝
と
改
名
。

五
十
八
歳
没
。

本山・興正寺



◆
順
和
会
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
に
精
鋭
―
さ

る
一
月
九
日
、
貞
宝
Ｇ
C
に
て
順
慶
寺

の
有
志
が
集
う
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
を
開
催
。

今
川
町
の
塚
本
則
文
さ
ん
が
、
グ
ロ
ス
、

ネ
ッ
ト
と
も
に
ト
ッ
プ
の
成
績
で
優
勝
。

◆
役
員
新
年
会
を
開
催
―
一
月
二
十
二

日
、
四
年
ぶ
り
に
順
慶
寺
役
員
新
年
会

を
知
立
市
・
縁
に
て
開
催
。
三
十
名
の

役
員
が
参
加
。

◆
久
し
ぶ
り
に
寺
院
葬
―
護
寺
会
員
の

権
利
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
本
堂
で

の
葬
儀
。
御
遠
忌
の
本
堂
等
改
修
工
事

等
で
実
施
例
が
減
少
し
た
が
、
一
月

二
十
三
日
に
久
し
ぶ
り
に
葬
儀
を
実
施
。

こ
の
冬
、
い
つ
も
な
ら
本
堂
で
の
お

朝
事
は
つ
ら
く
、
本
堂
に
行
く
ま
で
に

凍
え
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で

の
間
、
手
が
か
じ
か
む
こ
と
も
な
く
、

着
ぐ
る
み
の
よ
う
に
着
込
む
こ
と
な
く

来
て
い
ま
す
。
血
圧
の
高
い
も
の
に
と
っ

て
は
、
あ
り
が
た
い
ば
か
り
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
冬
に
な
る
と
、
木
材
が

収
縮
し
て
動
き
や
す
く
な
る
は
ず
の
建

具
が
、
夏
の
と
き
の
よ
う
に
動
き
が
悪

く
、
異
常
な
の
は
肌
で
感
じ
ま
す
。
こ

の
ま
ま
春
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
建
具

ば
か
り
で
な
く
、
本
堂
の
木
材
も
悲
鳴

を
上
げ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。

【3】　　　　2020 年 1月 28 日発行

香
蓮
院
釋
尼
菊
華

１
月
20
日
寂 

岡
本
喜
久
子（
71
）

今
川
西
組 

岡
本
憲
幸
様
の
母

清
音
院
釋
尼
妙
俊

１
月
21
日
寂 

山
本
俊
江（
101
）

東
郷
町 

山
本
美
紀
夫
様
の
母

《
講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
》

昭
和
二
十
八
年
、愛
媛
県
生
ま
れ
。大
谷
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
（
仏
教
学

専
攻
）
。東
本
願
寺
の
関
係
学
校
で
あ
る
大
谷

中
学
・高
等
学
校
（
京
都
）
教
諭
を
経
て
、平
成

九
年
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で
同
校
校
長
。

現
在
、愛
媛
県
・真
宗
大
谷
派
善
照
寺
住
職
、真

宗
大
谷
学
園
専
務
理
事
、日
本
私
学
教
育
研
究

所
客
員
研
究
員
。主
書
に
『
真
の
人
間
教
育
を

求
め
て
』（
法
蔵
館
発
行
）、『
成
人
し
た
あ
な
た

へ
』（
東
本
願
寺
出
版
発
行
）行
）な
ど
多
数
。

真城義麿氏

令
和
元
年
大
晦
日
か
ら
令
和
二
年
元
旦
未
明
に
か
け
て
、
年
越
し
勤
行
お
よ
び
修
正

会
が
勤
め
ら
れ
、
本
堂
に
は
満
堂
の
参
詣
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。

暖
冬
の
年
の
瀬
。
例
年
冷
え
込
む
こ
と

の
多
い
大
晦
日
で
す
が
、
今
年
は
比
較
的

暖
か
い
穏
や
か
な
日
と
な
り
ま
し
た
。

年
越
し
に
備
え
て
、
寺
の
本
堂
で
は
、

す
べ
て
の
打
敷
を
出
し
て
お
荘
厳
を
し

て
、
六
升
の
餅
米
で
衝
い
た
餅
を
鏡
餅
に

し
て
、
折
敷
に
飾
り
ま
す
。
昨
年
に
は
、

本
堂
の
改
修
工
事
が
終
了
し
、
新
し
い
気

持
ち
で
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
て
い

ま
す
。
ま
た
、
今
年
か
ら
真
新
し
い
山
門

扉
を
役
員
全
員
で
開
く
こ
と
と
し
、
十
一

時
三
十
分
に
開
門
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
満
堂
の
参
詣
者

こ
の
と
こ
ろ
、
除
夜
の
鐘
が
う
る
さ
い

と
い
う
理
由
で
、
年
越
し
の
行
事
を
取
り

や
め
る
寺
院
が
出
て
い
る
と
聞
き
ま
す

が
、
順
慶
寺
で
は
、
例
年
通
り
、
大
晦
日

の
午
後
十
一
時
四
十
五
分
か
ら
、
除
夜
の

鐘
を
始
め
ま
し
た
。
始
ま
る
前
か
ら
除
夜

の
鐘
を
つ
こ
う
と
行
列
が
で
き
、
百
八
つ

ま
で
は
役
員
の
方
が
数
を
数
え
、
そ
れ
以

降
は
、
自
由
に
つ
い
て
も
ら
い
ま
す
。

除
夜
の
鐘
が
始
ま
る
と
同
時
に
、
本
堂

で
は
、正
信
偈
の
お
勤
め
を
は
じ
め
ま
す
。

今
年
も
本
堂
に
は
満
堂
の
参
詣
者
が
集
ま

り
、
全
員
で
大
き
な
声
で
お
勤
め
を
し
な

が
ら
、
年
越
し
を
し
ま
し
た
。

　

修
正
会
で
年
頭
の
挨
拶

お
つ
と
め
を
し
な
が
ら
年
越
し
を
す
る

と
、
住
職
が
年
頭
所
感
を
述
べ
、
年
始
の

言
葉
を
発
表
し
ま
す
。
今
年
の
言
葉
は
、

昨
年
の
公
開
講
座
で
、
講
師
に
来
て
下

さ
っ
た
上
出
先
生
が
「
良
い
こ
と
も
悪
い

こ
と
も
同
じ
だ
け
あ
っ
て
、
そ
れ
で
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
て
い
る
」
と
話
さ
れ
た
こ
と

を
引
き
合
い
に
出
し
て
、

「
良
い
と
き
も
悪
い
と
き
も

私
の
ひ
と
と
き　

家
族
の
ひ
と
と
き

ど
の
と
き
も
か
け
が
え
の
な
い

大
切
な
ひ
と
と
き
」

と
い
う
言
葉
で
し
た
。

住
職
に
続
い
て
、
二
人
の
責
任
役
員
の

年
頭
の
挨
拶
、
護
寺
会
長
の
挨
拶
が
あ
り

ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
神
妙
な
心
持
ち
で
話

を
聞
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
参
詣
者
の
皆
さ
ん
は
、
御
本

尊
様
の
前
で
焼
香
を
し
て
、
お
屠
蘇
や
お

汁
粉
の
接
待
を
受
け
て
、
帰
り
に
は
、
住

職
の
年
始
の
言
葉
が
記
さ
れ
た
お
菓
子
袋

を
も
ら
っ
て
帰
り
ま
し
た
。

住職の年頭所感（順慶寺本堂、岡川経康氏撮影）

お汁粉接待（順慶寺本堂南落間、岡川経康氏撮影）

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

１
月
度
護
寺
会
物
故
者

春
季
講
座
講
師
紹
介

本
年
度
富
士
松
真
宗
教
団

年
越
し
勤
行
に
満
堂
の
参
詣

例
年
通
り
の
除
夜
の
鐘
に
安
堵
の
声



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 土
2 日
3 月
4 火
5 水
6 木 木 -1
7 金
8 土
9 日

10 月
11 火
12 水
13 木 木 -2
14 金

15 土  観音堂報恩講（午前午後、泉田町観音堂）
16 日  
17 月  春季講座（午前午後、順慶寺）
18 火  責役総代会（19：00、順慶寺玄関）
19 水
20 木  むつみ会班長会（10：00、順慶寺） 木 -3
21 金
22 土
23 日
24 月
25 火  
26 水  山門扉取り外し
27 木 木 -4
28 金  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺）
29 土

富
士
松
真
宗
教
団
主
催

春
季
講
座

2
月
17
日
（
月
）

	

午
前
10
時
～
午
後
3
時
　
順
慶
寺

	

講
師
：
真
城
義
麿
氏

例
年
、
２
月
に
開
催
さ
れ
て
い
る
、
富
士

松
真
宗
教
団
（
岡
崎
教
区
二
十
一
組
七
ヶ

寺
と
木
辺
派
・
乘
願
寺
）
に
よ
る
、
講
座

が
当
山
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

講
師
は
、
元
大
谷
中
学
・
高
等
学
校
校
長

の
真
城
義
麿
氏
（
前
頁
参
照
）。
真
城
先

生
は
、
大
谷
中
学
・
高
等
学
校
の
教
諭
を

勤
め
ら
れ
た
経
験
か
ら
、
分
か
り
や
す
い

仏
法
を
念
頭
に
布
教
を
進
め
ら
れ
、
幅
広

い
方
々
か
ら
支
持
を
得
て
い
ま
す
。

富
士
松
真
宗
教
団
に
来
ら
れ
て
三
年
目
と

な
る
今
年
は
、最
後
の
機
会
と
な
り
ま
す
。

一
般
の
参
詣
も
歓
迎
し
ま
す
。
是
非
ご
聴

聞
く
だ
さ
い
。

会
費
は
、
一
般
方
も
地
域
同
行
の
方
と
同

様
の
五
百
円
。
当
日
、
順
慶
寺
の
関
係
者

に
名
前
を
告
げ
て
、
会
費
を
手
渡
し
て
く

だ
さ
い
。

観
音
堂
報
恩
講

2
月
15
日
（
土
）

	

午
前
10
時
～
　
　
泉
田
町
観
音
堂

	

法
話
：
良
興
寺
住
職	

三
浦
真
教
氏

前
順
慶
寺
役
僧
・
鬼
頭
春
一
さ
ん
の
お
寺

で
報
恩
講
が
厳
修
さ
れ
ま
す
。

●
山
門
扉
工
事
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
に
工
事
を
完
了
し
た
当

山
山
門
の
扉
で
す
が
、
風
雨
に
よ
り

ケ
ヤ
キ
材
に
反
り
が
出
た
た
め
、
担

当
の
亀
山
建
設
に
よ
り
二
月
下
旬
よ

り
補
修
工
事
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
二
月
二
十
六
日
に
山
門

か
ら
扉
を
取
り
外
し
、
亀
山
建
設
に

搬
入
後
、
木
材
の
交
換
等
の
工
事
が

施
さ
れ
る
予
定
。
ひ
と
月
後
の
三
月

下
旬
に
は
山
門
扉
を
元
通
り
に
復
帰

さ
せ
る
予
定
で
す
。

●
真
宗
教
団
カ
レ
ン
ダ
ー
等
残

部
の
無
償
配
布
に
つ
い
て

令
和
二
年
度
版
真
宗
教
団
発
行
の
カ

レ
ン
ダ
ー
、
本
山
発
行
の
『
真
宗
の

生
活
』
と
『
報
恩
講
』
は
、
組
会
員

ま
た
は
お
取
越
を
お
勤
め
さ
れ
た
お

宅
に
は
配
布
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
残

部
が
若
干
あ
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
、
先
着
順
で
無
料
に
て
配
布
い
た

し
ま
す
。
順
慶
寺
ま
で
直
接
お
越
し

下
さ
い
。
な
お
、
残
部
が
無
く
な
り

次
第
終
了
し
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

２月の主な行事予定
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おしらせ 

春
一
番

今
年
の
冬
は
暖
か
い
で
す
ね
。
も
う

節
分
だ
と
い
う
の
に
、
今
年
は
氷
の
は

る
日
を
一
日
も
み
て
い
ま
せ
ん
。
大
寒

な
の
に
、
学
校
へ
行
く
と
き
に
、
手
袋

や
マ
フ
ラ
ー
が
い
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
月
に
は
雨
が
多
く
て
、
強
い
風
が

何
度
か
吹
き
ま
し
た
。
冬
の
空
っ
風
は
、

ど
こ
か
肌
を
刺
す
よ
う
な
寒
さ
だ
と
い

い
ま
す
が
、
今
年
は
、
南
よ
り
の
あ
た

た
か
い
強
い
風
が
吹
い
て
、
春
一
番
と

勘
違
い
す
る
よ
う
な
こ
と
が
何
度
も
あ

り
ま
し
た
。

天
気
予
報
で
は
、
記
録
的
な
暖
冬
ら

し
い
で
す
が
、
お
寺
の
庭
で
も
、
も
う

２
月
行
事
内
容 

詳
細

梅
の
花
が
咲
い
て
い
ま
す
。
や
は
り
、

も
う
少
し
寒
い
冬
が
来
て
か
ら
、
春
一

番
が
吹
い
て
ほ
し
い
で
す
。

春
一
番

春
一
番

の
ぼ
っ
た
坂
を
　
駆
け
下
る

の
ぼ
っ
た
坂
を
　
駆
け
下
る

　
　
わ
た
な
べ
じ
ゅ
ん
こ

　
　
わ
た
な
べ
じ
ゅ
ん
こ


