
家族で除夜の鐘（令和４年大晦日・順慶寺鐘楼にて）

【1】　　　　2023 年 1月 28 日発行

◆◇ それぞれの除夜の鐘 ◇◆
順慶寺では、 例年大晦日深夜２３：４５より除夜の鐘を鳴らしている。 僧侶や役員が衝くのではなく、

参詣に来られた方が、 それぞれの反省を胸に除夜の鐘を衝くことなっている。 最初の１０８つは、 役員

が数を数えるが、 それ以降は、 個々自由に衝いてもらっている。 鐘の音は、 例年２５時ごろまで続く。

◇ 

悪
い
行
い
を
し
な
い
の
は
仏
教
の
基
本 

◇

今
月
の
釈
尊
の
言
葉
は
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
よ
り
、

「
も
し
も
悪
い
行
い
を
し
た
な
ら

そ
れ
を
繰
り
返
す
な
。

悪
い
行
い
を
し
よ
う
と
思
う
な
。

悪
い
行
い
を
積
み
重
ね
る
の
は
苦
し
み
で
あ
る
。」

（
第
１
１
７
偈
）

か
ら
の
出
典
で
す
。

こ
の
一
節
は
、
同
じ
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
の
中
に
、
釈

尊
の
最
も
大
切
な
言
葉
と
し
て
残
さ
れ
た
、

「
自
ら
の
心
を
浄
め

い
ろ
い
ろ
な
悪
い
こ
と
を
な
ら
ず

い
ろ
い
ろ
な
善
い
こ
と
を
行
う
こ
と

こ
れ
が
も
ろ
も
ろ
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
で
あ
る
」

（
第
１
８
３
偈
）

と
似
た
言
葉
で
す
。
中
国
で
は
、『
①

七し
ち

仏ぶ
つ

通つ
う

戒か
い

偈げ

』

と
も
呼
ば
れ
、「
諸し
ょ

悪あ
く

莫ま
く

作さ

、
衆し
ゅ

善ぜ
ん

奉ぶ

行ぎ
ょ
う、
自じ

浄
じ
ょ
う

其ご

意い

、

是ぜ

諸し
ょ

仏ぶ
っ

教き
ょ
う」
と
漢
訳
さ
れ
た
最
も
有
名
な
一
節
で
す
。

こ
の
『
七
仏
通
戒
偈
』
は
、
日
本
に
お
い
て
も
古

く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
聖
徳
太
子
が
遺
言
と
し
て

息
子
に
残
し
た
一
節
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』
に
載
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

道
元
禅
師
も
主
著
『
正
し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

』
に
あ
る
「
諸
悪

莫
作
」
の
章
で
、
仏
教
の
中
で
最
も
大
切
な
こ
と
は

「
悪
い
こ
と
を
す
る
な
、
善
い
こ
と
を
せ
よ
」
と
い
う

こ
と
だ
と
教
え
る
道ど
う

林り
ん

禅
師
が
、「
そ
ん
な
こ
と
三

歳
の
子
ど
も
で
も
で
き
る
で
は
な
い
か
」
と
す
る
白は
っ

居き
ょ

易い

に
対
し
て
、「
そ
う
は
言
っ
て
も
八
十
歳
の
老
人

で
も
で
き
な
い
で
は
な
い
か
」
と
答
え
た
、
白
居
易

と
道
林
禅
師
と
の
問
答
が
取
り
入
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
言
う
は
易
し
行
う
は
難
し
」
と
も
言
い
ま
す
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
悪
い
こ
と
と
自
覚
で
き
る
身
に
な
る

こ
と
、
自
覚
し
た
ら
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
一
一
七
偈
よ
り

自
ら
悪
業
を
為
し
た
も
の
は
、
直

ち
に
そ
れ
を
反
省
し
、
再
び
同
じ

こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
促
す
一
節

で
す
。
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2023 年 2 月号　　　　【2】

十
年
に
一
度
と
い
う
大
寒
波
襲
来
の

日
の
朝
、
凍
て
つ
く
寒
さ
に
身
を
縮
ま

せ
て
境
内
に
出
て
行
く
と
、
子
供
た
ち
の

大
き
な
歓
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

「
オ
ー
イ
！
氷
割
れ
た
よ
！
」

「
オ
ー
イ
！
こ
っ
ち
も
氷
張
っ
て
る

よ
！
」

と
、
本
堂
の
前
の
雨
水
受
け
や
蓮
の

大
鉢
に
見
事
に
張
っ
た
氷
を
見
つ
け
て

大
は
し
ゃ
ぎ
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

通
学
団
の
子
供
た
ち
は
い
つ
も
、
バ

ラ
バ
ラ
に
集
ま
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
時
間

を
潰
し
、
集
ま
っ
て
出
発
し
て
い
く
の
で

す
が
、
今
日
は
目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
て

団
結
し
て
い
ま
す
。

「
冬
は
つ
と
め
て
、
雪
の
こ
ろ
は
さ
ら
な

り
」（『
枕
草
子
』）
昔
の
人
た
ち
は
、
苛

酷
な
冬
の
朝
も
、
自
然
を
愛
で
る
心
が

あ
り
ま
し
た
が
、
令
和
の
子
供
た
ち
も

負
け
て
は
い
ま
せ
ん
。

一
方
の
私
と
言
え
ば
、
吹
雪
で
飛
び

散
っ
た
落
ち
葉
や
、
冷
気
に
傷
ん
だ
花

た
ち
が
気
に
な
り
、
雑
事
に
追
わ
れ
る

ば
か
り
。
心
の
貧
し
さ
に
ハ
ッ
と
さ
せ
ら

れ
た
出
来
事
で
し
た
。

は
、
仏
教
の
基
本
姿
勢
で
す
。

◇ 
朝
に
念
仏
、
夕
べ
に
念
仏 

◇

最
近
、通
信
ア
プ
リ「
テ
レ
グ
ラ
ム
」に「
仕

事
」
と
題
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
も
に
、
強
盗

や
窃
盗
の
バ
イ
ト
を
依
頼
す
る
事
件
が
相

次
い
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
一
人
の
指
示

役
か
ら
発
せ
ら
れ
た
指
示
に
よ
っ
て
、
見
知

ら
ぬ
若
者
が
集
ま
り
、
指
示
さ
れ
た
内
容
に

従
っ
て
凶
悪
な
犯
罪
を
犯
し
て
い
く
、
ま
さ

に
現
代
の
闇
の
よ
う
な
事
件
で
す
。

一
連
の
事
件
で
、
実
行
役
の
一
人
と
し
て

捕
ま
っ
た
容
疑
者
は
、「
カ
ネ
に
困
っ
て
闇

サ
イ
ト
の
募
集
に
応
じ
、
二
人
を
誘
っ
た
」

と
供
述
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
若
さ
ゆ
え

に
犯
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
は
済
ま
な
い
深

い
闇
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

こ
う
し
た
犯
罪
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
有

害
な
書
き
込
み
に
対
し
て
削
除
の
要
請
を

す
る
な
ど
の
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
も
う
一
つ
の
ど
う
し
て

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
大
切
な
観
点
は
、
自

身
が
い
つ
で
も
悪
い
こ
と
を
す
る
身
で
あ
る

と
自
覚
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

古
来
よ
り
、
真
宗
門
徒
の
ご
家
庭
で
は
、

朝
一
番
に
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
て
か
ら
、

一
日
の
こ
と
を
始
め
ま
し
た
。
お
年
寄
り
が
、

毎
日
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
後
ろ
姿
を
見

て
、
育
っ
た
方
も
多
い
は
ず
で
す
。

こ
れ
は
、
お
年
寄
り
が
仏
さ
ま
に
自
身
の

幸
せ
を
祈
っ
て
い
る
と
思
い
き
や
、
縁
が
く

れ
ば「
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
を
も
す
る
」（『
歎

異
抄
』
第
十
三
章
よ
り
）
の
が
私
た
ち
だ
か

ら
、
常
に
仏
さ
ま
の
前
で
身
を
正
し
て
か
ら

行
動
を
す
る
よ
う
に
躾
け
た
、
先
祖
の
教
え

を
頂
い
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

何
度
も
お
念
仏
を
繰
り
返
し
て
頂
い
て
い

る
う
ち
に
、
仏
さ
ま
の
深
い
慈
悲
心
が
身
に

染
み
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

①【
七
仏
】　

過
去
七
仏
の
こ
と
。
釈
迦
仏
ま
で
に
（
釈
迦

を
含
め
て
）
登
場
し
た
七
人
の
仏
陀
を
い
う
。

古
い
順
か
ら
、

⑴
毘び
婆ば
尸し
仏ぶつ
＝
波は
波は
羅ら
樹じゅ
下
に
て
成
道
し
た
。

三
会
に
説
法
し
初
会
に
十
六
万
八
千
人
、
第
二

会
に
十
万
人
、
三
会
に
八
万
人
を
済
度
し
た
。

⑵
尸し
棄き
仏ぶつ
＝
分ふん
陀だ
利り
樹じゅ
下
に
正
覚
し
初
会
に

十
万
人
、
二
会
に
八
万
人
、
三
会
に
八
万
人
を

済
度
し
た
。

⑶
毘び
舎しゃ
浮ふ
仏ぶつ
＝
婆は
羅ら
樹じゅ
下
に
て
成
道
し
、
二

会
に
説
法
し
初
会
に
七
万
人
、
二
会
で
六
万
人

を
済
度
し
た
。

⑷
倶く
留る
孫そん
仏ぶつ
＝
尸し
利り
樹じゅ
下
に
て
成
道
し
第
一
回

の
説
法
に
て
四
万
人
の
比
丘
を
教
化
し
た
。

⑸
倶く
那な
含ごん
牟む
尼に
仏ぶつ
＝
烏う
曇どん
婆ば
羅ら
樹じゅ
下
に
お
い

て
成
道
し
、
第
一
会
の
説
法
を
も
っ
て
三
万
の

比
丘
が
阿
羅
漢
果
を
得
た
。

⑹
迦か
葉
し
ょ
う

仏ぶつ
＝
尼に
拘く
律りつ
陀だ
樹じゅ
下
に
お
い
て
成

道
。
第
一
会
の
説
法
に
お
い
て
弟
子
二
万
人
を

済
度
し
た
。　

⑺
釈しゃ
迦か
（
牟
尼
）
仏

の
七
仏
を
い
う
。
い
わ
ゆ
る
過
去
仏
信
仰
の
代

表
的
な
例
。（Wikipedia

よ
り
）

《
第
三
十
四
回 

宗
祖
の
お
手
紙
》

大
学
で
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
を
読

む
と
い
う
講
義
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
師
法
然
の
教
え
が
上
手

く
伝
わ
ら
な
い
事
へ
の
悲
嘆
で
あ
っ

た
り
、
自
身
の
老
い
に
対
し
て
弱
音

を
吐
い
て
い
る
よ
う
な
一
節
や
、
返

信
が
収
ま
り
き
ら
ず
前
の
余
白
に
追

加
で
書
き
込
ん
で
い
る
手
紙
も
あ
り
、

繕
わ
ず
自
分
の
思
い
を
伝
え
ん
と
す

る
情
熱
溢
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

伝
承
や
伝
説
で
き
く
聖
人
か
ら
は

少
し
違
っ
た
、
わ
た
し
た
ち
と
同
じ

よ
う
に
悩
ん
だ
り
す
る
人
間
親
鸞
を

垣
間
見
た
気
が
し
ま
し
た
。

よ
う
や
く
春
を
迎
え
る
節
目
の
節

分
に
、
豆
ま
き
や
、
テ
レ
ビ
な
ん

か
で
宣
伝
し
て
い
る
恵
方
巻
き
を
食
べ
る
こ

と
は
、
楽
し
み
の
一
つ
で
す
よ
ね
。

豆
ま
き
は
、
多
く
の
神
社
や
お
寺
で
も

季
節
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
て
、
一
般

的
な
も
の
で
す
ね
。
節
分
は
、
太
陽
暦
で

立
春
に
一
番
近
い
新
月
を
元
旦
を
し
た
、
中

国
の
「
春
節
」
の
風
習
が
日
本
に
伝
わ
っ
た

も
の
で
、
古
く
か
ら
日
本
で
も
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。
一
節
に
は
、
中
国
で
行
わ
れ
て
い

る
爆
竹
が
豆
ま
き
に
変
化
し
た
も
の
だ
と
も

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

恵
方
巻
き
も
、
春
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

一
年
に
、
健
康
で
良
い
方
向
に
向
く
よ
う
に

海
苔
巻
き
を
食
べ
る
と
い
う
関
西
発
の
習

慣
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
柊

ひ
い
ら
ぎ

鰯い
わ
し、

目め

籠か
ご

、
護ご

符ふ

な
ど
、
厄
を
払
っ
た
り
福
を
呼
び

寄
せ
る
意
味
の
習
慣
が
沢
山
あ
り
ま
す
ね
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
儀
式
を
行
っ
て
も
、

コ
ロ
ナ
禍
が
起
こ
っ
た
よ
う
に
、
善
い
こ
と

も
悪
い
こ
と
も
起
こ
り
ま
す
。
健
康
で
い

る
こ
と
が
幸
せ
だ
と
か
、
自
分
だ
け
う
ま

く
行
っ
て
い
れ
ば
幸
せ
だ
と
か
考
え
る
と
、

自
分
が
そ
う
で
な
く
な
っ
た
と
き
、
思
わ

ず
「
何
で
私
だ
け
が
」
と
い
う
愚
痴
が
溢

れ
て
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
真
宗
で
は
吉
凶
禍
福
に
と

ら
わ
れ
ず
、「
門
徒
も
の
し
ら
ず
」
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
た
だ
阿
弥
陀
様
の
こ
と
を

信
じ
て
毎
日
生
活
す
る
こ
と
を
勧
め
ま
す
。

もうすぐ節分ですね。真もうすぐ節分ですね。真
宗では、豆まきや最近流宗では、豆まきや最近流

行っている恵方巻きを食べること行っている恵方巻きを食べること
はやらないんですか？はやらないんですか？

冬

の

朝

コーナーコーナー



◆
本
堂
の
灯
籠
修
理 

＝ 

本
年
１
月
よ
り
、

お
よ
そ
ひ
と
月
の
予
定
で
、
本
堂
の
御
本

尊
前
と
祖
師
前
の
灯
籠
が
京
都
・
犬
塚
仏

具
店
に
修
理
に
出
さ
れ
た
。
修
理
の
間
、

灯
籠
の
照
明
は
中
止
と
し
、
修
理
完
了
の

の
ち
、
御
本
尊
と
宗
祖
御
影
が
灯
籠
か
ら

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
予
定
。

◆
「
参
門
会
」 

発
足
＝ 

さ
る
１
月
４
日
、

五
十
代
を
中
心
に
順
慶
寺
に
集
う
会
を
ス

タ
ー
ト
し
た
。
初
め
に
会
合
で
、
会
の
名

称
を
「
参
門
会
」
と
し
、
会
長
に
加
藤
泰

世
氏
を
選
出
。
そ
の
他
、
１
月
と
８
月
に

例
会
を
す
る
こ
と
、
報
恩
講
で
何
ら
か
の

助
力
を
す
る
こ
と
な
ど
が
決
ま
っ
た
。

１
月
、教
化
委
員
会
で
提
案
さ
れ
て
い
た
、

五
十
代
を
中
心
に
次
世
代
の
会
を
結
成
し
ま

し
た
。
昨
今
、
都
会
に
出
て
行
っ
た
人
た
ち

が
、
な
か
な
か
跡
を
継
が
な
い
事
例
が
増
え

て
き
た
中
で
、
何
と
か
踏
み
と
ど
ま
っ
た
思

い
で
す
。
集
ま
る
と
、
皆
さ
ん
前
向
き
で
、

こ
れ
を
や
ろ
う
、
あ
れ
を
や
ろ
う
と
声
が
出

て
、
逆
に
活
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

正
月
が
明
け
て
暮
れ
に
続
き
雪
が
降
り
ま

し
た
。
小
・
中
学
生
の
時
分
は
雪
が
楽
し
く

て
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
道
路
の
雪

や
約
束
の
時
間
な
ど
、
今
は
心
配
事
ば
か
り
。

純
粋
に
雪
を
楽
し
む
気
持
ち
は
ど
こ
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。（
若
）

【3】　　　　2023 年 1月 28 日発行

釋
尼
方
富

1
月
4
日
寂 

長
谷
川
富
子（
85
）

市
場
下
組 

遠
藤
春
美
様
の
母

1
月
度
護
寺
会
物
故
者

当
山
順
慶
寺
で
は
、
今
年
も
、
大
晦
日

深
夜
十
一
時
四
十
五
分
か
ら
本
堂
で
お
勤
め
、

鐘
楼
堂
で
は
除
夜
の
鐘
を
衝
き
、
一
年
の
反

省
を
し
つ
つ
、
新
年
を
迎
え
ま
し
た
。

今
年
は
、
神
社
の
祭
礼
が
コ
ロ
ナ
禍
で
縮

小
さ
れ
た
影
響
も
あ
っ
て
、
早
く
か
ら
順
慶

寺
に
人
が
集
ま
り
、
本
堂
も
鐘
楼
も
大
賑
わ

い
と
な
り
ま
し
た
。

本
堂
で
は
、
例
年
通
り
、
正
信
偈
の
お
勤

め
、
若
院
に
よ
る
御
文
の
拝
読
、
住
職
の
年

頭
所
感
、
二
人
の
責
役
と
護
寺
会
会
長
の
挨

拶
が
あ
り
ま
し
た
。

今
年
も
コ
ロ
ナ
禍
で
の
感
染
予
防
の
た
め

に
、
お
汁
粉
の
接
待
は
中
止
に
し
て
、
お
し

る
こ
缶
を
配
布
し
ま
し
た
が
、
お
屠
蘇
の
振

る
舞
い
は
、
か
わ
ら
け
の
使
用
を
や
め
て
、

カ
ッ
プ
で
再
開
し
ま
し
た
。

終
わ
り
に
本
堂
の
参
詣
者
に
は
、
今
年
も

お
年
玉
の
お
菓
子
袋
を
配
布
し
ま
し
た
。
今

年
の
お
菓
子
袋
の
住
職
年
頭
の
言
葉
は
、

「
善
き
も
悪
し
き
も　

す
べ
て
は
殻
の
外
に

あ
る　

辛
い
こ
と
が
身
に
染
み
る
な
ら　

い

よ
い
よ
芽
生
え
の
時
で
あ
る
」
で
し
た
。

釋
尼
喜
清

1
月
22
日
寂 

塚
本
喜
代
子（
95
）

大
府
市 

塚
本
武
様
の
母

さ
る
、
１
月
８
日
、
有
志
で
行
っ
て
い
る
寺

カ
フ
ェ
に
、
愛
知
教
育
大
学
・
落
語
研
究
会
か

ら
、
花
乃
家
百
合
子
さ
ん
と
光
家
い
た
ち
さ
ん

を
迎
え
て
、
新
春
寄
席
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
二

人
の
巧
み
な
話
芸
に
、
寺
カ
フ
ェ
に
集
ま
っ
た

皆
さ
ん
、
大
笑
い
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

修
正
会
・
年
越
し
勤
行
開
催

コ
ロ
ナ
禍
で
も
お
屠
蘇
の
ふ
る
ま
い
を
再
開

修正会写真館修正会写真館

山門の開門お菓子に大喜び お屠蘇の接待

新春寄席に集まった皆さん（１月８日）

新
春
寺
カ
フ
ェ
寄
席
開
催

寺
カ
フ
ェ
有
志
で
企
画

新春寄席（1月 8日、 順慶寺本堂にて）

本堂でのお参り（↑　→おつとめ）

年末大掃除に集まった皆さん（１２月２９日）



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

10 金
11 土
12 日
13 月
14 火

15 水  観音堂報恩講（13：00、泉田町・観音堂）
16 木 木 -3

17 金  二十一組門徒会研修（13：30、東境町・泉正寺）
 定例責役総代会（19：00、順慶寺玄関）

18 土
19 日
20 月
21 火
22 水
23 木 木 -4
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）

●
２
月
の
寺
カ
フ
ェ
は
お
休
み

順
慶
寺
の
南
落
間
を
中
心
に
有
志
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
寺
カ
フ
ェ
も

好
評
の
う
ち
に
年
越
し
で
き
ま
し
た
。

２
月
は
、
大
寒
の
寒
い
時
期
と
な
り

ま
す
の
で
、
ひ
と
月
お
休
み
を
し
た

い
と
有
志
代
表
か
ら
連
絡
が
あ
り
ま

し
た
。
３
月
１
日
よ
り
再
び
開
店
す

る
予
定
で
す
。

●
本
堂
・
同
朋
新
聞
の
残
部
に
つ
い
て

一
昨
年
よ
り
、
本
堂
に
本
山
発
行
の

同
朋
新
聞
を
置
い
て
あ
り
ま
す
。
当

月
は
本
堂
正
面
に
、
一
年
分
の
バ
ッ
ク

ナ
ン
バ
ー
は
本
堂
北
側
に
常
設
し
て

あ
る
棚
に
置
い
て
い
ま
す
。な
お
、バ
ッ

ク
ナ
ン
バ
ー
は
、
一
年
間
に
限
り
順
慶

寺
に
保
管
す
る
予
定
。

●
本
山
・
慶
讃
法
要
の
団
参
に
つ
い
て

本
山
・
東
本
願
寺
で
は
、
３
月
25
日

か
ら
４
月
29
日
ま
で
、
親
鸞
聖
人
御

誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百

年
慶
讃
法
要
を
厳
修
し
ま
す
。
そ
の

間
、
順
慶
寺
か
ら
も
団
参
を
出
す
予

定
で
す
。詳
細
は
追
っ
て
呈
示
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@
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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
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おしらせ
ロ
ウ
バ
イ

み
な
さ
ん
、
大
寒
、
寒
い
で
す
ね
。
お

か
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
か
。
先
日
京
都
で
も

雪
が
降
っ
て
、
と
て
も
寒
か
っ
た
で
す
。

梅
の
花
が
咲
く
前
に
、
ほ
の
か
な
香
り
と

と
も
に
黄
色
い
花
が
咲
く
木
と
い
え
ば
、
ご

存
知
ロ
ウ
バ
イ
で
す
ね
。
一
番
寒
い
頃
に
花

が
咲
く
の
で
、
よ
く
玄
関
先
に
植
え
た
り
、

生
け
花
に
使
っ
た
り
し
ま
す
ね
。
ロ
ウ
バ
イ

は
、
梅
の
親
戚
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
実

は
、
ロ
ウ
バ
イ
科
と
い
う
種
類
で
梅
と
は
全

く
違
う
科
に
属
す
る
の
だ
そ
う
で
す
。

ロ
ウ
バ
イ
の
こ
と
を
英
語
で
は
、
ウ
イ
ン

タ
ー
ス
ィ
ー
ト
（
冬
の
甘
さ
）
と
命
名
さ
れ

て
い
る
そ
う
で
す
が
、
ロ
ウ
バ
イ
の
実
は
ア

ル
カ
ノ
イ
ド
と
い
う
毒
を
含
ん
で
い
る
の
で
、

２
月
行
事
内
容 

詳
細

間
違
っ
て
も
食
さ
な
い
よ
う
に
注
意
さ
れ

て
い
ま
す
。
も
と
も
と
、
ア
ル
カ
ノ
イ
ド
は
、

動
物
に
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
特
定
の
植
物

が
も
つ
成
分
だ
そ
う
で
す
。

咲
き
つ
ゞ
く

咲
き
つ
ゞ
く

臘
梅
に
あ
る
寒
の
日
々

臘
梅
に
あ
る
寒
の
日
々

高
木
晴
子

高
木
晴
子

観
音
堂
報
恩
講

2
月
15
日（
水
）

	

午
後
１
時
～	

泉
田
町
・
観
音
堂

	

法
話		

西
尾
市
良
興
寺
住
職	

三
浦
真
教
氏

順
慶
寺
門
徒
で
あ
る
、
鬼
頭
家
が
護

る
観
音
堂
で
、
報
恩
講
が
勤
め
ら
れ

ま
す
。
一
昨
年
は
コ
ロ
ナ
で
中
止
と

な
り
、
昨
年
は
僧
侶
の
み
の
内
勤
め

と
な
っ
た
た
め
、
三
年
ぶ
り
の
開
催

と
な
り
ま
す
。
午
後
か
ら
半
日
の
み

の
お
勤
め
で
す
が
、
皆
さ
ま
お
誘
い

合
わ
せ
の
上
、
御
参
詣
下
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
十
一
組
門
徒
会
研
修

2
月
17
日（
金
）

	

午
後
１
時
30
分
～	

東
境
町
・
泉
正
寺

岡
崎
教
区
第
二
十
一
組
の
門
徒
会
員

に
対
す
る
研
修
会
が
、
二
月
と
三
月

の
二
回
に
亘
っ
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

第
一
回
目
は
、「
組
門
徒
会
の
役
割
と

制
度
」
と
題
し
て
、
岡
崎
教
区
駐
在

教
導
で
あ
る
、
石
川
慧
悟
氏
を
講
師

に
招
き
門
徒
会
の
役
割
に
つ
い
て
詳

し
く
教
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
第
二
回
目
は
、「
大
浜
騒
動
」

に
つ
い
て
の
お
話
を
、
講
師
に
青
木

一
範
氏
を
招
き
、
三
月
十
六
日
に
一

ツ
木
町
・
法
林
寺
に
て
開
催
の
予
定
。


