
　
　
　

  

　

　

  　
　

す
す
払
い
同
朋
の
会　

　

左
記
の
通
り
、
来
る
新
年
に
向
け
て
、
ご

門
徒
の
皆
様
と
共
に
年
末
す
す
払
い
奉
仕
の

お
願
い
を
致
し
ま
す
。
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ

の
う
え
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
　

　
　
　
　

             

　
　
　
記

　
日
　
時 

12
月
24
日(

木) 

13
時
30
分

　
場
　
所
　
天
満
別
院
本
堂

　
服
　
装
　
汚
れ
て
も
構
わ
な
い
服
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12
月
に
な
る
と
今
年
の
私
の
姿
は
ど
う

だ
っ
た
か
と
、
ふ
と
考
え
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　
久
し
ぶ
り
に
友
達
に
会
う
喜
び
が
あ
っ
た

り
、悲
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
り
、今
年
も
様
々

な
出
会
い
と
別
れ
が
自
分
の
人
生
を
豊
か
に

し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
の
人
生
は
、
常
に
と

ど
ま
ら
ず
変
化
し
続
け
て
い
る
ん
だ
と
改
め

て
考
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

I
）

編
集
後
記

　

  

今
月
の
伝
道
掲
示
板

法要・行事予定

人
間
は

　
一
人
で
生
き
て

　
一
人
で
死
ん
で
い
く
　
　

　
　
…
…
で

　
　
　
ど
う
す
る 

　 

　
　  
― 
北
野 

武
―

４

　５日　同朋の会　（中止）（中止） 
１２日　闡如上人御逮夜・常永代経  　 （１４時）
１３日　闡如上人御命日　兼日中　  　　 （８時）
１９日　天満別院合唱団「みのり」　（中止）（中止）　
２４日　すす払い同朋の会　　　（１３時３０分）
２７日　宗祖聖人御命日御逮夜　 　  　（１４時）
２８日   宗祖聖人御命日　兼日中 　  　　（８時）
３１日　歳末昏時勤行　　　　　　　　（１５時）
　
　※　諸行事につきましては、感染状況をみて
　　判断致します。
　　　

　１月
1~3 日　修正会　　　　　　　　  　　    （８時）
　　　　※１日のみ 年頭挨拶　輪番 武宮 信勝　
　４日　如信上人御祥月御命日　　          （８時）　
１２日　同朋の会　（中止）（中止）　　　　 　　
　　　　闡如上人御逮夜・常永代経　　 （１４時）
１３日　闡如上人御命日　兼日中　          （８時）
１５日　厳如上人御祥月御命日　　          （８時）
１８日　天満別院合唱団「みのり」　（中止）（中止）
１９日　覚如上人御祥月御命日                （８時）
２４日　『正信偈』書写の会　（中止）（中止）
　　　　定例法話　　　　　       （１３時３０分）
　　　　　稲垣 洋信師　  　（第７組 長教寺住職）
２５日　法然上人御祥月御命日                （８時）
２７日　宗祖聖人御命日御逮夜 　　　　（１４時）
２８日　宗祖聖人御命日　兼日中　          （８時）

１２月

元
守
口
別
院　
盛
泉
寺　
　

　
　
　
　
　
御
坊
：
本
夛
　
肇

　
　
　
　
　
住
所
：
大
阪
府
守
口
市
浜
町
１
丁
目
２
番
６
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沿
革
　

　
盛
泉
寺
（
守
口
市
浜
町
）
は
慶
長
11
年
、
教
如
上
人
の
創

建
で
あ
り
、
慶
長
16
年
守
口
別
院
と
な
る
。
元
和
元
年
火
災

で
焼
失
し
、
今
の
本
堂
は
天
保
11
年
の
建
立
で
あ
る
。

　
慶
応
３
年
10
月
、
徳
川
幕
府
大
政
奉
還
、
そ
の
時
の
参
与

大
久
保
利
通
は
、
人
心
を
一
新
す
る
た
め
に
大
阪
遷
都
の
急

務
を
進
言
。
副
総
裁
岩
倉
具
視
は
公
卿
が
異
議
を
唱
え
る
事

は
必
然
と
考
え
表
向
き
は
大
阪
親
征
の
行
幸
と
し
、
密
か
に

遷
都
の
意
思
を
持
っ
た
行
幸
で
あ
っ
た
。
三
種
の
神
器
の
一

つ
、
天
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
の
御み
た
ま
し
ろ

霊
代
、
八や
た
の
か
が
み

咫
鏡
を
連
な
っ
て
慶
応
４
年

３
月
22
日
（
９
月
明
治
と
改
元
）
明
治
天
皇
が
大
阪
行
幸
さ

れ
た
お
り
、
本
堂
前
に
賢
か
し
こ
ど
こ
ろ
所
を
奉
安
さ
れ
、
一
時
仮
宮
殿
と

な
っ
た
由
緒
が
在
る
。
４
月
11
日
、
江
戸
城
の
無
血
開
城
が

実
現
し
、
大
阪
遷
都
論
は
ま
ぼ
ろ
し
と
化
し
、
一
転
し
て
江

戸
遷
都
と
な
っ
た
。
そ
の
由
緒
に
よ
り
梵
鐘
は
太
平
洋
戦
争

の
時
、
供
出
免
除
と
な
っ
た
歴
史
あ
る
梵
鐘
で
あ
る
。

　
盛
泉
寺
で
は
地
域
の
方
々
が
寄
り
集
ま
り
心
の
触
れ
合
え

る
場
所
と
し
て
『
い
ろ
り
庵
』
を
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
N 

P

 

O
法
人
キ
ャ
リ
ア
・
ハ
ー
バ
ー
と
共
に
「
寺
子
屋
こ
う
ろ

う
塾
」
を
コ
ロ
ナ
対
策
を
し
な
が
ら
毎
月
１
回
土
曜
日
に
開

催
さ
れ
て
い
る
。

　
本
夛
住
職
は
、
地
域
の
方
々
か
ら
「
御
坊
さ
ん
」
と
親
し

く
呼
ば
れ
て
お
り
、「
人
の
道
は
心
に
あ
り
、
人
の
心
は
行

い
に
あ
り
」
の
言
葉
を
大
切
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
お

寺
を
護
持
し
て
い
く
事
の
大
切
さ
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。

本山（東本願寺）御用達

〒 600-8153
京都市下京区東町本願寺大門前
電話　(075)-351-3681
FAX   (075)-351-5563

告
知

  

〜
天
満
別
院

〜
天
満
別
院
崇崇そ
う
き
ょ
う

そ
う
き
ょ
う敬敬

寺
院
巡
り
〜

寺
院
巡
り
〜

　
　
　
　
第
５
回
第
５
回    

元
守
口
別
院　

元
守
口
別
院　
盛盛じ
ょ
う
せ
ん
じ

じ
ょ
う
せ
ん
じ

泉
寺
泉
寺        　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　
　
　

　
　
　

境内に咲く一輪のサザンカ



　
　
　

   　

 　
　

　
　  

　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
わ
た
し
遺
産
」

　
　
　
　
　
　
輪
番
　
武
宮
　
信
勝

　

　
師
走
を
迎
え
、
コ
ロ
ナ
感
染
者
の
急

増
の
波
が
後
を
絶
た
な
い
。

先
日
（
11
月
20
日
）
の
朝
日
川
柳
に

　
　
　
マ
ス
ク
し
て
　

　
　
　
　
　
食
事
し
ろ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
無
理
難
題
　
　
　

　
　
　
　
　（
山
形
県
　
上
林
　
光
雄
）　
　
　

　
首
相
要
請
も
こ
こ
ま
で
き
た
の
か

と
、
思
わ
ず
苦
笑
と
同
時
に
危
機
感
が

迫
っ
て
き
た
。
振
り
返
れ
ば
こ
の
一

年
、
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
恐
怖
へ
の
不

安
を
抱
え
続
け
た
日
々
で
あ
っ
た
。
亡

く
な
っ
て
い
か
れ
た
人
、
感
染
症
に
苦

し
ん
で
い
る
人
、
世
界
中
に
数
千
万
人

に
及
ん
で
い
る
現
況
は
、
仏
教
が
説
く

「
五
濁
悪
世
・
無
仏
の
時
」
の
相す
が
たで
あ

り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
今
だ
か
ら
こ
そ
、

い
よ
い
よ
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
耳
を
傾

け
、「
念
仏
申
せ
」
と
阿
弥
陀
仏
の
仰

せ
に
従
が
っ
て「
生
き
抜
く
力
」を
賜
っ

て
生
き
て
い
き
た
い
と
願
わ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。（
願
生
者
の
誕
生
）

　
と
こ
ろ
で
あ
る
信
託
銀
行
が
「
わ
た

し
遺
産
」　
―
私
が
綴
る
、
未
来
に
伝

　
　
　

  

門
首
継
承
式　

　
宗
門
に
お
い
て
コ
ロ
ナ
禍
中
、
宗
祖

親
鸞
聖
人
７
５
９
忌
を
迎
え
た
御
正
忌

報
恩
講
の
前
日
（
11
月
20
日
）
に
、
ご

門
首
継
承
式
が
、
本
山
御
影
堂
に
お
い

て
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
御
参
拝
の
人
数

も
限
ら
れ
た
中
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

内
外
に
広
く
ラ
イ
ブ
配
信
さ
れ
ま
し

た
。

　
最
初
に
約
24
年
に
亘
り
、
真
宗
本
廟

と
教
法
聞
信
の
歩
み
を
全
う
さ
れ
、
御

同
朋
と
の
交
わ
り
を
真
摯
に
深
め
て
来

ら
れ
た
大
谷
暢
顯
前
門
さ
ま
の
拝
礼
、

焼
香
、ご
退
任
の
ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
、

新
門
首
、
大
谷
暢
裕
さ
ま
が
初
め
て
26

代
門
首
と
し
て
の
座
に
就
か
れ
、焼
香
、

三
帰
依
拝
読
の
あ
と
、
御
真
影
へ
宗
憲

に
則の

っ
とり
門
首
の
責
務
を
全ま
っ
とう
す
る
宣
誓

の
表
白
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
左
記
写
真
）　
　

　
最
後
に
、
宗
務
総
長
を
は
じ
め
、
参

拝
の
方
々
に
向
か
い
、
就
任
の
決
意
を

表
す
る
ご
挨
拶
が
あ
り
、
最
初
に
日
本

語
、
次
に
英
語
、
更
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
で
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。「
如
来
、
聖

人
の
尊
い
ご
縁
に
促
さ
れ
、
聞
法
生
活

を
送
る
こ
と
の
有
難
さ
に
感
動
し
、
更

に
来
る
２
０
２
３
年
の
宗
祖
親
鸞
聖
人

御
誕
生
８
５
０
年
、
立
教
開
宗
８
０
０

年
慶
讃
法
要
を
機
縁
と
し
て
、
世
界
の

人
々
へ
南
無
阿
弥
陀
仏
の
み
教
え
を
届

け
る
べ
く
共
に
同
朋
社
会
の
実
現
に
力

を
尽
く
し
て
参
り
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

　
ち
な
み
に
全
国
51
別
院
の
住
職
は
、

ご
門
首
に
あ
っ
て
、
輪
番
は
宗
務
総
長

の
命
に
よ
っ
て
、
別
院
の
留
守
職
に
あ

た
り
ま
す
。
従
っ
て
、
天
満
別
院
の
住

職
は
大
谷
暢
裕
門
首
に
な
り
ま
す
。
過

る
２
年
前
の
当
院
報
恩
講
に
サ
チ
カ
夫

人
と
共
に
御
参
修
い
た
だ
き
、
深
ご
法

縁
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
、
昨
日
今
日
の

よ
う
に
憶
い
出
さ
れ
ま
す
。

な
く
な
り
ま
す
。
正
し
く
も
の
を
見
て

い
る
つ
も
り
で
も
、
本
当
の
こ
と
は
分

か
ら
な
い
の
が
私
た
ち
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
を
見
通
し
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
は

「
あ
な
た
の
こ
と
が
大
切
で
す
よ
」
と
、

い
つ
も
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
誰

と
比
べ
る
こ
と
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の

存
在
そ
の
も
の
が
無
条
件
に
尊
い
こ
と

を
思
い
出
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
そ
の
呼
び
か
け
で
、
本
当

は
白
か
黒
か
で
は
な
く
、
誰
も
が
皆
そ

れ
ぞ
れ
の
色
で
輝
き
、
ま
た
そ
の
輝
き

で
誰
か
を
照
ら
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら

さ
れ
る
の
で
す
。

　
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
願
い
が
私
た
ち

に
届
く
よ
う
に
、
言
葉
に
ま
で
な
っ
た

仏
さ
ま
で
す
。
名
を
呼
べ
ば
私
た
ち
の

前
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
私
た
ち
に
先

立
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
方
々
は

「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ

つ
」
と
手
を
合
わ
せ
、
阿
弥
陀
さ
ま
に

出
会
い
、
そ
の
心
に
触
れ
、
現
実
を
歩

み
出
す
力
を
い
た
だ
か
れ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
歩
み
が
私
た
ち

に
今
、
届
い
て
い
る
の
で
す
。

  

　（
第
13
組  

願
乘
寺  

田
中
　
寛
子
）

答
え

　
　
　
　 

　
南
無
阿
弥
陀
仏
の
南
無
は
イ
ン
ド
の
言

葉
の
ナ
マ
ス
に
あ
た
り
ま
す
。
ナ
マ
ス
と

は
礼
拝
、
帰
依
と
い
う
意
味
で
す
の
で
、

阿
弥
陀
仏
に
礼
拝
、
帰
依
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
の
出
会
い
を
大
切

に
生
き
て
い
き
ま
す
と
い
う
姿
と
も
い
え

ま
す
。

　
私
た
ち
の
日
常
は
、
何
が
で
き
る
と
か

で
き
な
い
と
か
、
役
に
立
つ
か
立
た
な
い

と
か
、
能
力
や
優
劣
を
基
準
と
し
て
価
値

づ
け
さ
れ
、
ま
る
で
白
か
黒
か
と
色
分
け

さ
れ
て
い
く
か
の
よ
う
で
す
。
な
に
か
安

心
で
き
な
い
気
持
ち
に
覆
わ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
い
つ
の
間
に
か
日
常
の

価
値
観
は
当
た
り
前
に
な
り
、
他
人
や
自

分
さ
え
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
に
も
気
付
け

え
る
物
語
―
　
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
原

稿
を
応
募
し
て
い
る
。『「
わ
た
し
遺
産
」

と
は
ど
ん
な
も
の
か
に
つ
い
て
、
忘
れ

ら
れ
な
い
人
が
い
る
。
の
こ
し
て
お
き

た
い
モ
ノ
が
あ
る
。
守
り
続
け
た
い
コ

ト
が
あ
る
。
あ
な
た
だ
け
の
心
に
の
こ

る
、
未
来
へ
の
こ
し
た
い
と
思
う
人
や

モ
ノ
、コ
ト
が
「
わ
た
し
遺
産
」
で
す
。

ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
、
あ
な
た
に

と
っ
て
価
値
の
あ
る
も
の
、
自
分
の
心

の
宝
物
こ
そ「
わ
た
し
遺
産
」』と
あ
っ

た
。

　
ふ
っ
と
今
の
自
分
自
身
に
、
ど
ん

な
「
遺
産
」
が
あ
る
か
な
と
思
っ
た
。

七
十
路
の
齢よ
わ
いを
生
き
て
い
る
と
特
に
、

自
分
は
子
や
孫
達
に
何
を
の
こ
し
て
い

け
る
か
真
剣
に
考
え
る
こ
と
が
起
き
て

く
る
。
そ
ん
な
中
、
私
の
郷
里
、
北
海

道
帯
広
市
生
ま
れ
の
女
流
歌
人
、
中
条

ふ
み
子
の
作
を
想
い
出
し
た
。

　
遺
産
な
き
母
が

　
　
　
唯
一
の
も
の
と
し
て

　
　
　
　
　
残
し
ゆ
く
「
死
」
を

　
　
　
　
　
　
　
子
ら
は
受
け
取
れ

　
別
院
境
内
の
銀い
ち
ょ
う杏
・
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ

の
葉
が
色
付
き
、
大
地
に
ち
ら
つ
く
初

冬
の
只
中
、
こ
の
一
句
に
勝
る
遺
産
は

な
い
と
、
し
み
じ
み
思
う
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
？　

２３

報
告

Q&A

　
　
　
　 

仏
前
結
婚
式

　
去
る
10
月
17
日
（
土
）、
天
満
別
院

に
お
い
て
堀
　
紘
通
様
、
日
吉
　
望
様

の
仏
前
結
婚
式
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

ご
結
婚
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　　
天
満
別
院
で
は
仏
前
結
婚
式
を
随
時

受
付
し
て
お
り
ま
す
。

　
浄
土
真
宗
の
結
婚
式
は
、
御
本
尊
の

阿
弥
陀
如
来
の
尊
前
で
、
誠
に
深
い
因

縁
に
よ
っ
て
遇
う
事
の
出
来
た
お
二
人

が
、
そ
の
一
生
を
共
に
生
き
て
い
こ
う

と
誓
い
を
た
て
あ
う
厳
粛
な
儀
式
で

す
。

　
寺
院
関
係
の
皆
様
だ
け
で
な
く
、
ご

門
徒
の
方
々
の
挙
式
も
御
遠
慮
な
く
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
ご
相
談
、
下
見

等
の
お
問
い
合
わ
せ
は
天
満
別
院
寺
務

所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

輪
番
雑
感

　
　
　

 　

 

定
例
法
話

　　
去
る
11
月
24
日
（
火
）、
定
例
法
話

が
開
催
さ
れ
、　

　
御
講
師
に
は
恩
樂
寺 

乙
部 

大
信
師

に
、「
コ
ロ
ナ
禍
の
仏
事
で
」
の
も
と
、

『
ガ
ン
と
向
き
合
っ
て
い
る
あ
る
ご
門

徒
が
お
寺
に
身
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ
て

い
た
。
あ
る
時
、「
　
　
」
と
質
問
を

受
け
た
。
そ
の
問
い
に
、「
　
　
」
と

答
え
た
。
あ
る
子
ど
も
達
も
お
寺
に
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。
余
命
幾い
く
ば
く許

も
な
い

状
態
に
陥
り
、
お
寺
に
来
る
こ
と
も
ま

ま
な
ら
な
い
状
態
と
な
り
、
病
室
か
ら

静
か
に
手
を
振
る
父
の
姿
が
あ
っ
た
。

コ
ロ
ナ
禍
が
も
た
ら
す
悲
し
い
現
実
が

あ
る
が
、
親
子
が
で
寺
に
来
る
ご
縁
と

な
っ
た
こ
と
を
話
さ
れ
た
。』
と
お
話

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

恩楽寺 乙部 大信師

大谷暢裕門首 ご挨拶


