
年末大掃除（12 月 27 日、順慶寺本堂にて）
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◆◇ 年末大掃除 ◇◆
順慶寺では、 毎年暮れに年末大掃除を実施している。 一年間お世話になった、 本堂や庫裏、

境内やトイレなどを掃除当番の皆さん、 各例会の皆さんが集まって朝一番から大掃除をする。

このとき、 総代は、 直伝の煤払いホウキを手に堂宇の煤払いする。

◇ 

清
き
心
に
よ
っ
て
執
着
は
鎮
ま
る 

◇

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

令
和
７
年
最
初
の
釈
尊
の
言
葉
と
し
て
選
ば
せ
て

い
た
だ
い
た
の
は
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
よ
り
、

「
愛
し
い
も
の
に
対
す
る
心
を
自
制
す
る
の
は

行
い
清
き
人
と
し
て
す
ぐ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

他
人
を
傷
つ
け
る
心
が
止
む
に
つ
れ

苦
し
み
は
鎮
ま
る
」（
第
三
九
〇
偈
）

と
い
う
言
葉
で
す
。

こ
の
と
こ
ろ
、
正
月
な
ど
で
里
帰
り
し
た
独
身
の

子
供
に
、
結
婚
の
話
や
交
際
相
手
の
話
を
す
る
こ
と

は
タ
ブ
ー
に
な
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
子
供
の
将
来
を
考
え
て
親
が
思
う
、
当
然
の
こ

と
で
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
根
に
は

執
着
の
気
持
ち
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

仏
教
で
は
、
執
着
の
心
の
根
底
に
は
、
慳け
ん

貪ど
ん

が
あ

る
と
教
え
ま
す
。
執
着
を
強
め
れ
ば
、「
突
っ
慳
貪
」

と
な
り
、
他
人
を
傷
つ
け
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
世
の
中
は
移
り
変
わ
る
も
の
で
す
か
ら
、
手
放

す
た
め
の
勇
気
と
柔
軟
性
が
必
要
で
す
。

今
月
の
出
典
は
、
智
慧
第
一
と
呼
ば
れ
た
①

舎し
ゃ

利り

弗ほ
つ

の
徳
を
た
た
え
た
一
節
か
ら
で
す
。

舎
利
弗
は
、
仏
弟
子
の
中
で
も
と
り
わ
け
智
慧
が

す
ぐ
れ
、
忍
耐
力
が
強
い
人
と
し
て
有
名
で
し
た
。

あ
る
と
き
、
そ
れ
を
訝
い
ぶ
かし
く
思
っ
た
一
人
の
バ
ラ

モ
ン
が
、
托た
く

鉢は
つ
を
し
て
い
る
舎
利
弗
の
背
中
を
後
ろ

か
ら
強
く
打
ち
付
け
ま
し
た
。
き
っ
と
青
筋
を
立
て

て
怒
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
バ
ラ
モ
ン
に
、
舎
利
弗
は

見
向
き
も
せ
ず
立
ち
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。
驚
い
た

バ
ラ
モ
ン
は
、
そ
の
場
に
ひ
れ
伏
し
、
非
を
詫
び
る

と
、
舎
利
弗
は
何
も
言
わ
ず
に
許
し
ま
し
た
。

舎
利
弗
を
敬
う
他
の
仏
弟
子
は
、
バ
ラ
モ
ン
の
非

礼
を
許
さ
ず
、
釈
尊
に
報
告
を
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
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先
日
、
お
寺
に
お
掃
除
に
来
ら
れ

た
皆
さ
ん
と
お
話
し
し
て
い
る
中
で
、

稲
刈
り
の
話
に
な
り
ま
し
た
。

「
お
嫁
に
来
た
頃
、
10
月
、
た
し
か

11
月
に
も
稲
刈
り
を
し
て
い
な
い
田

ん
ぼ
が
あ
っ
て
驚
き
ま
し
た
」

と
、
お
寺
に
嫁
い
だ
こ
ろ
を
思
い

出
し
な
が
ら
昔
ば
な
し
を
す
る
と
、

「
昔
は
12
月
の
薄
氷
の
張
っ
た
田
ん

ぼ
に
素
足
で
入
っ
て
、
ば
り
ば
り
氷

を
割
り
な
が
ら
稲
刈
り
を
し
た
も
ん

だ
よ
」

と
、
お
掃
除
の
皆
さ
ん
に
若
か
っ

た
当
時
の
こ
と
を
何
気
な
く
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
場
に
い
た

皆
さ
ん
も
「
そ
う
そ
う
」
と
懐
か
し

そ
う
に
う
な
づ
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
冬
の
厳
し

い
農
作
業
を
、
静
か
に
語
ら
れ
る
姿

に
、
た
だ
感
服
す
る
ば
か
り
で
し
た
。

豊
か
で
便
利
な
世
の
中
に
生
ま
れ

育
っ
た
私
た
ち
で
す
が
、
先
の
方
々
の

ご
苦
労
や
、
今
の
平
和
な
社
会
に
感
謝

を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
な
ぁ
、
と
し
み

じ
み
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

釈
尊
は
、「
清
き
も
の
は
人
を
打
ち
付
け

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
清
き
心
に
よ
っ

て
、
執
着
の
心
は
静
ま
る
の
で
す
」
と
教

え
た
そ
う
で
す
。

◇ 

念
仏
申
す
身
と
な
る
こ
と 

◇

親
鸞
聖
人
の
二
十
四
輩
御
旧
跡
の
河
和

田
・
報
仏
寺
に
、
親
鸞
聖
人
と
出
会
う
前
の

唯
円
（
か
つ
て
平
次
郎
と
呼
ば
れ
る
）
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
刻
ま
れ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。

唯
円
（
平
次
郎
）
は
、『
歎
異
抄
』
の
作

者
と
し
て
有
名
な
、
親
鸞
聖
人
に
帰
依
し
た

お
弟
子
。
も
と
は
大
お
お

部ぶ

と
い
う
郷
の
生
ま
れ

で
、
放
蕩
者
の
猟
師
で
、
気
性
が
荒
く
嫌

わ
れ
も
の
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
平
次

郎
の
妻
・
お
す
わ
は
心
優
し
く
、
夫
・
平
次

郎
の
悪
業
に
心
を
痛
め
て
い
ま
し
た
。

あ
る
と
き
、
お
す
わ
が
、
親
鸞
聖
人
に
平

次
郎
の
こ
と
を
相
談
す
る
と
、
案
じ
た
親
鸞

聖
人
は
「
帰
命
盡
十
方
無
碍
光
如
来
」
と

書
か
れ
た
名
号
を
与
え
、
辛
い
と
き
は
い
つ

で
も
名
号
に
向
か
い
、
念
仏
申
す
よ
う
に
教

え
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
お
す
わ
は
、
平
次

郎
の
い
な
い
隙
を
見
て
、
名
号
を
取
り
出
し

て
念
仏
申
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
、
お
す
わ
が
隠
れ
て

念
仏
す
る
姿
を
平
次
郎
に
見
ら
れ
、
慌
て
て

名
号
を
隠
す
と
、
平
次
郎
は
恋
文
を
読
ん

で
い
る
と
勘
違
い
し
て
激
怒
し
、
山
刀
を
抜

い
て
お
す
わ
を
斬
り
殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

我
に
か
え
っ
た
平
次
郎
は
、
酷
い
こ
と
を

し
た
と
お
す
わ
の
亡
骸
を
探
し
ま
し
た
が
、

お
す
わ
は
す
ま
し
て
炊
事
場
で
水
仕
事
を

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
か
わ
り
に
、
名
号
が

血
染
め
に
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
平
次
郎
は
唯
円
と
名
告
り
、

親
鸞
聖
人
の
弟
子
と
な
り
、
お
す
わ
と
と
も

に
念
仏
申
す
身
と
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

念
仏
に
よ
っ
て
他
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
を

止
め
、
念
仏
申
す
身
と
な
っ
た
一
例
で
す
。

①【
舎
利
弗
】

紀
元
前
五
世
紀
ご
ろ
、
マ
ガ
ダ
国
王
舎
城
の

北
の
バ
ラ
モ
ン
の
生
ま
れ
。
釈
迦
の
十
大
弟
子

の
一
人
で
、
舎
利
弗
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
の
音
写
。
懐
疑
論
者
サ
ン

ジ
ャ
ヤ
の
弟
子
と
し
て
、
百
人
の
弟
子
を
率
い

た
が
、
釈
尊
の
弟
子
で
あ
る
ア
ッ
サ
ジ
と
い
う

修
行
者
が
托
鉢
の
た
め
に
王
舎
城
に
入
る
の
を

見
て
心
を
打
た
れ
、や
が
て
釈
尊
に
帰
依
し
た
。

仏
弟
子
の
随
一
と
さ
れ
、
智
慧
第
一
と
い
わ
れ

た
が
、
釈
尊
よ
り
先
に
亡
く
な
っ
た
。

②【
唯
円
】

生
没
年
は
一
説
に
一
二
二
二-

一
二
八
九
年
。
親

鸞
聖
人
の
晩
年
の
門
弟
。
常
陸
国
河
和
田
（
茨

城
県
水
戸
市
）
の
生
ま
れ
。『
親
鸞
伝で
ん

絵ね

』
に

み
え
る
大
部
の
平
太
郎
（
一一
九
五-

一
二
六
一
）

の
弟
で
、
俗
名
を
平
次
郎
、
同
地
の
報
仏
寺

の
開
基
と
伝
え
る
。
親
鸞
聖
人
の
曽
孫
・
覚
か
く

如に
ょ

上
人
の
行
状
を
記
し
た
『
慕ぼ

帰き

絵え

詞こ
と
ば』
に
は
、

一
二
八
八
年
（
正
応
元
年
）
冬
に
上
洛
し
、
親

鸞
聖
人
の
ご
法
義
を
覚
如
上
人
に
教
示
し
た
こ

と
が
み
え
る
。（
日
本
百
科
全
書
よ
り
）

《 

第
五
十
七
回
　
お
取
越 

》

十
二
月
は
お
取
越
で
各
家
々
に

て
お
参
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
中
で
亡
く
な
っ
た
老
院

と
声
が
似
て
い
る
と
言
っ
て
く
だ
さ

る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

小
さ
い
頃
か
ら
一
緒
に
練
習
し
て

い
た
の
で
も
し
か
し
た
ら
意
識
せ

ず
と
も
似
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

真
宗
の
声
明
は
口
伝
で
継
承
さ

れ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

先
人
の
積
み
上
げ
て
来
た
も
の
が

自
分
の
身
か
ら
出
て
い
る
と
思
う

と
感
慨
深
く
思
え
ま
す

大
晦
日
の
深
夜
に
は
、
順
慶
寺
で

も
、
年
越
し
の
行
事
を
し
ま
す
か

ら
、
是
非
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

お
寺
で
す
る
年
越
し
の
行
事
と
な
る
と
、

思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
除
夜
の
鐘
、
松
た
い

明ま
つ

な
ど

で
し
ょ
う
か
。
順
慶
寺
で
も
、
除
夜
の
鐘

を
打
撞
ら
し
つ
つ
、
本
堂
の
御
本
尊
様
の
前

で
皆
さ
ん
で
正
信
偈
の
お
勤
め
を
し
な
が
ら
、

新
年
を
迎
え
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

じ
ゅ
ん
こ
ち
ゃ
ん
の
言
う
よ
う
に
、
お
寺

や
家
の
御
本
尊
様
の
前
で
、
新
年
最
初
の

お
勤
め
を
す
る
こ
と
を
修
正
会
と
い
い
ま
す
。

こ
の
行
事
は
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
ら

し
い
で
す
が
、
基
本
的
に
前
年
の
反
省
を
し

て
、
新
し
い
年
を
穏
や
か
に
過
ご
せ
る
よ
う

に
お
参
り
す
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
社
の
初
詣
で
も
、
新
し
い
年
を
健
や

か
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
お
祈
り
を
す
る
の
で
、

同
じ
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
お
寺
で

お
参
り
す
る
と
き
に
大
切
な
こ
と
は
、
願
い

事
を
し
な
い
こ
と
で
す
。
お
寺
で
御
本
尊
様

に
手
を
合
わ
せ
る
と
き
に
、
御
本
尊
様
に
お

強ね

だ請
り
や
お
願
い
を
す
る
こ
と
は
、
折
角
き

よ
ら
か
な
仏
さ
ま
に
あ
っ
て
も
、
ま
た
自
分

の
欲
を
拾
い
直
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
よ
い

こ
と
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

仏
さ
ま
は
、
今
ま
で
自
分
の
心
の
中
に
あ

る
欲
の
た
め
に
、
苦
し
み
が
起
こ
っ
て
い
た

こ
と
を
教
え
る
方
で
す
。
手
を
合
わ
せ
て
、

自
分
の
行
い
を
反
省
し
、
身
を
た
だ
す
の
が

仏
さ
ま
で
の
お
参
り
の
基
本
で
す
。

お寺では新年は修正会でおお寺では新年は修正会でお
参りしますが、お願い事を参りしますが、お願い事を

してはいけないんですよね。どうしてはいけないんですよね。どう
してかな？してかな？

コーナーコーナー

「
薄
氷
を

踏
み
し
め
て
」



◆
寺
カ
フ
ェ
で
琴
と
三
味
線
コ
ラ
ボ 

＝ 

さ

る
12
月
1
日
、
順
慶
寺
で
毎
月
定
例
の
寺

カ
フ
ェ
で
琴
と
三
味
線
の
演
奏
会
を
開
催
。

五
十
人
を
超
え
る
客
で
賑
わ
っ
た
。
当
日
、

子
ど
も
会
も
コ
ラ
ボ
し
て
、
お
つ
と
め
の

練
習
を
し
て
か
ら
演
奏
会
の
会
場
に
参
加

し
た
。

◆
真
宗
講
座
、
黒
田
先
生
最
終
講
義 

＝ 

さ
る
12
月
15
日
、
一
年
間
真
宗
講
座
の
講

師
と
し
て
講
座
を
担
当
さ
れ
た
、
同
朋
大

学
講
師
・
黒
田
浩
明
氏
の
最
終
講
義
が

あ
っ
た
。
黒
田
氏
は
、
一
年
間
と
い
う
短

い
期
間
で
あ
っ
た
が
、
親
鸞
聖
人
の
か
な

聖
教
を
中
心
に
熱
心
に
教
導
さ
れ
た
。
講

師
の
後
任
は
未
定
だ
が
、
３
月
末
日
ま
で

に
は
決
定
す
る
予
定
。

◆
順
和
会
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
４
組
で
開
催
＝ 

さ
る
12
月
10
日
、
貞
宝
GC
に
て
、
順
慶
寺

護
寺
会
有
志
の
会
で
あ
る
、
順
和
会
ゴ
ル

フ
コ
ン
ペ
が
開
催
さ
れ
た
。
無
風
快
晴
の

絶
好
の
天
気
の
な
か
、
男
女
15
名
の
参
加

者
は
、
４
組
に
分
か
れ
て
好
プ
レ
イ
珍
プ

令
和
７
年
、
い
よ
い
よ
還
暦
に
な
り
ま

す
。
還
暦
に
は
何
故
か
赤
い
ち
ゃ
ん
ち
ゃ

ん
こ
を
着
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど

う
し
て
赤
い
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
を
着
る
の

か
、
少
し
気
に
な
っ
た
の
で
調
べ
て
み
た

ら
、
赤
に
は
魔
除
け
の
力
が
あ
る
か
ら
と

い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

も
う
一
度
赤
ん
坊
に
も
ど
る
か
ら
魔
除

け
の
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
を
着
る
と
い
う
の

で
す
が
、
無
邪
気
な
赤
ん
坊
の
と
き
と
違

う
の
は
、
本
当
の
魔
が
分
か
っ
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。（
住
）

･･･････････････････････････

よ
う
や
く
冬
の
寒
さ
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
朝
、
車
の
ハ
ン
ド
ル
を
握
る
手
が
凍
っ

て
し
ま
い
そ
う
で
毎
回
億
劫
な
気
持
ち
に

な
り
ま
す
。
毎
年
こ
の
寒
さ
を
通
り
越
し

て
来
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
慣
れ
ま

せ
ん
ね
。（
若
）

【3】　　　　2024 年 12 月 28 日発行

釋
章
馨

12
月
7
日
寂 

林　

章　
（
88
）

泉
田
町 

林　

勇
様
の
父

真
栽
院
釋
道
麟

12
月
19
日
寂 

岡
本
麟
一（
95
）

市
場
上
組 

岡
本
光
弘
様
の
父

12
月
度
護
寺
会
物
故
者

清
超
院
釋
了
光

12
月
19
日
寂 

相
木
俊
光（
82
）

北
尾
組 

相
木
絵
里
様
の
父

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

一年間大変お世話になりました。よう
やくコロナから解放されましたが、コ
ロナの余波があちこちに現れた一年
でした。そこからまた、再始動。よち
よち歩きの一歩が始まりました。

レ
イ
を
連
発
。
笑
顔
あ
ふ
れ
る
楽
し
い
交

流
の
一
時
と
な
っ
た
。
優
勝
者
は
、
総
代

OB
会
会
長
の
酒
井
陽
次
さ
ん
。

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

令和６年 確かな一歩を感じる年

２月　雨の中でもハスの手入れ ３月　役員交代会

４月　誕生児初参り式と花祭り

１月　修正会の袋菓子

４月　蓮師会総会

１１月　防災訓練

６月　護寺会バス旅行（石山寺）５月　惣骨塔の個別区画完成

１１月　帰敬式



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 水  修正会（大晦日深夜23：45～、順慶寺）
2 木
3 金
4 土  参門会（17：00、順慶寺玄関）
5 日  新春・寺カフェ寄席（9：00～11：00、順慶寺本堂）
6 月
7 火
8 水
9 木 木 -1

10 金
11 土
12 日
13 月  今川西組お取越 　　　　　　　　　成人の日
14 火  今川東組お取越
15 水

16 木  山ノ端組お取越 木 -2
17 金
18 土
19 日
20 月
21 火
22 水
23 木  木 -3
24 金
25 土  
26 日
27 月
28 火  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 水
30 木  下高根お取越 木 -4
31 金

●
正
月
の
本
堂
で
の
お
参
り
に
つ
い
て

順
慶
寺
本
堂
で
は
、
正
月
中
に
お

荘
厳
を
正
月
飾
り
に
し
て
皆
さ
ん

の
参
詣
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
正

月
中
に
本
堂
に
参
詣
さ
れ
る
方
は
、

平
時
と
同
じ
で
、
午
前
六
時
か
ら

午
後
五
時
四
十
五
分
ま
で
本
堂
は

開
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
自
由
に

参
詣
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
本
堂
の
お
飾
り
餅
は
、
衛

生
管
理
上
の
観
点
か
ら
、
三
ヶ
日

で
降
ろ
さ
せ
て
い
た
だ
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
2025 年 1 月号　　　　【4】

おしらせ
ど
ん
ど
焼
き

年
の
瀬
に
な
っ
て
、
突
然
、
冬
の
寒
さ

に
な
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
、
風
邪
な
ど
を

引
い
て
ま
せ
ん
か
。

皆
さ
ん
は
、
新
年
は
ど
の
よ
う
に
し
て
迎

え
る
で
し
ょ
う
か
。

お
年
寄
り
と
新
年
を
過
ご
す
人
な
ら
、
昔

な
が
ら
に
、
正
月
に
は
し
め
縄
を
し
て
、
鏡

餅
を
お
供
え
し
て
、
お
節
料
理
を
食
べ
て
過

ご
し
、
正
月
が
終
わ
る
と
、
七
草
が
ゆ
を
食

べ
て
、
ど
ん
ど
焼
き
に
正
月
飾
り
を
持
っ
て

い
く
人
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ど
ん
ど
焼
き
の
由
来
は
、
ど

こ
か
ら
来
た
の
か
知
っ
て
い
ま
す
か
。
物
の

本
に
よ
る
と
、「
尊
と
尊
と
」
と
囃
し
立
て

て
燃
や
し
た
ら
か
ら
と
か
、「
ど
ん
ど
ん
」

1
月
行
事
内
容 

詳
細

燃
や
し
た
か
ら
と
か
諸
説
あ
る
そ
う
で
す
が
、

ど
う
も
あ
ま
り
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
そ
う

で
す
。
で
も
、
何
と
な
く
イ
メ
ー
ジ
の
わ
く

言
葉
で
す
よ
ね
。

こ
の
ご
ろ
は
、
火
を
燃
や
す
こ
と
が
難
し

い
こ
と
が
多
い
の
で
、
是
非
、
ど
ん
ど
焼
き

は
残
し
て
ほ
し
い
行
事
で
す
。

ど
ん
ど
焼

ど
ん
ど
焼

ど
ん
ど
と
雪
の
降
り
に
け
り

ど
ん
ど
と
雪
の
降
り
に
け
り

小
林
一
茶

小
林
一
茶

修
正
会（
年
越
し
勤
行
）

12
月
31
日（
火
）
23
時
45
分

　
～
1
月
1
日
（
水
）
1
時
終
了

順
慶
寺
本
堂
・
境
内
に
て

本
年
も
大
晦
日
深
夜
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
。
是
非
、
ご
家

族
そ
ろ
っ
て
御
参
詣
く
だ
さ
い
。

《
修
正
会
日
程
》　

大
晦
日
深
夜
～
元
旦

23
時
15
分 

山
門
開
扉

23
時
45
分 

本
堂
お
つ
と
め
始
め

 
 

 

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
・
お
汁
粉
接
待　

※
お
屠
蘇
の
振
る
舞
い
は
衛
生
管
理
の
た
め

試
飲
カ
ッ
プ
に
よ
り
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、

南
落
間
に
て
お
汁
粉
の
接
待
も
予
定
し
て

い
ま
す
。
本
堂
で
の
お
勤
め
に
参
加
さ
れ

た
方
に
は
、
令
和
７
年
度
・
住
職
年
頭
の

言
葉
が
入
っ
た
菓
子
袋
を
さ
し
上
げ
ま
す
。※２月の寺カフェは冬休みでお休みです

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

順
慶
寺
だ
よ
り
編
集
部
一
同

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す


