
　
　

す
す
払
い
同
朋
の
会　

　

左
記
の
通
り
、
ご
門
徒
の
皆
様
へ
年
末
す

す
払
い
奉
仕
の
お
願
い
を
致
し
ま
す
。
　

　
　
　
　
　
　
　
記

　
日
　
時 

12
月
28
日(

木) 

９
時

　
場
　
所
　
天
満
別
院
本
堂

　
服
　
装
　
汚
れ
て
も
構
わ
な
い
服

　
　
　
　
※
昼
食
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

誤
字
の
お
詫
び

　
六
字
城
11
月
号
に
て
誤
字
が
あ
り
ま
し
た

の
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
誤
　
西
村
　
沙
弥
花

　
正
　
西
村
　
紗
弥
花

　
謹
ん
で
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
加
え
て

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
猛
威
を
ふ
る
い
、
体
調

を
崩
す
人
が
多
い
よ
う
で
す
。
か
く
い
う
私

も
体
調
を
崩
し
て
お
休
み
を
も
ら
い
ま
し

た
。

　
ウ
イ
ル
ス
は
生
き
残
る
為
に
毎
年
形
を
変

え
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
お
寺
も
時
代
社
会

の
変
化
に
対
応
し
て
変
わ
っ
て
い
か
な
い
と

護
持
す
る
事
は
で
き
な
い
の
で
は
。
ウ
イ
ル

ス
に
学
ぶ
べ
き
事
は
多
い
よ
う
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

                                                  （
Y
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
集
後
記

　  

今
月
の
伝
道
掲
示
板

法要・行事予定

わ
か
き
と
き

　
仏
法
は

　
　
た
し
な
め
　

　
　
　
　

　
　
　
　
― 
蓮
如
上
人
―

４

　５日　同朋の会　　　　　　　　　　（１３時）
　９日　天満別院合唱団「みのり」　　　（１４時）
　4 日　法要部会公開講習会　　　　　（１７時）
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）
１８日　青年部会立華講習会　　　　　（１６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 　　　  （９時）　　　　  　　
　　　　　法話：輪番　武宮 信勝
　　　　すす払い　同朋の会　　　　　　
３１日　歳末昏時勤行　　　　　　　　（１５時）
　　　　 

おあさじに
3 3 3 3 3

お参りしましょう！！
毎朝７：４５分〜８：３０頃まで。

　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　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）
１９日　覚如上人御祥月御命日                （８時）
２０日　天満別院合唱団「みのり」　　  （１４時）
２４日　定例法話　　　　　       （１３時３０分）
　　　　　蓮沼　乗行師　  　　  （第６組浄行寺）
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）
　　　　　法話：輪番　武宮 信勝

１２月

鷺
洲
山　
南
桂
寺　
　

　
　
　
　
住
職
：
奥
林
　
曉
　
氏

　
　
　
　
住
所
：
大
阪
市
福
島
区
海
老
江
４
丁
目
８
番
16
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沿
革
　

　　
南
桂
寺
は
海
老
江
惣
道
場
と
称
し
て
い
た
が
、『
鷺
洲
山

南
桂
寺
』
と
、
山
号
・
寺
号
が
許
可
せ
ら
れ
た
の
は
、
明
暦

三
年
九
月(

１
６
５
７
年)

で
あ
っ
た
。
時
の
住
職
は
意
専

と
い
う
人
で
、
本
堂・庫
裡・山
門
が
荒
廃
し
て
お
り
、
次
々

と
修
復
し
整
備
し
た
の
で
、
南
桂
寺
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
て

い
る
。(

西
成
都
史
、本
山
蔵
寺
院
明
細
帳
、南
桂
寺
由
来
記
）

海
老
江
惣
道
場
は
、い
つ
創
設
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、

恐
ら
く
本
願
寺
の
勢
力
が
大
阪
地
方
へ
延
び
て
き
た
足
利
時

代
と
い
わ
れ
て
い
る
。
特
に
本
願
寺
第
八
代
蓮
如
上
人
の
教

化
に
よ
っ
て
、明
応
五
年(

１
４
９
６
年)

に
石
山
御
坊（
大

阪
城
附
近
）
が
建
立
せ
ら
れ
た
頃
、
相
前
後
し
て
創
立
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
南
桂
寺
の
過
去
帳
は
元
禄
十
二
年(

１
６
９
９
年)

よ
り

今
日
ま
で
現
存
し
、其
他
往
来
手
形・四
国
巡
拝
依
頼
状
（
共

に
旅
行
の
身
分
証
明
書
で
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の)

、

宗
旨
送
り
状
（
今
で
言
う
転
出
証
明
或
は
移
動
証
明
の
よ
う

な
も
の
） 

等
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
觸
頭(

ふ
れ
が
し

ら)

天
満
別
院
を
通
じ
て
通
達
さ
れ
る
本
願
寺
の
觸
書
を
記

載
し
た
帳
面
が
天
保
年
間
よ
り
五
冊
残
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら

く
今
言
う
組
長
の
役
務
を
住
職
が
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ

る
。

　
現
在
十
八
代
目
の
住
職
は
二
十
年
ほ
ど
前
に
コ
ー
ラ
ス
を

立
ち
上
げ
、報
恩
講
の
折
に
仏
教
讃
歌
を
披
露
さ
れ
て
い
る
。

奥
林
住
職
は「
２
０
１
８
年
の
台
風
に
よ
り
屋
根
が
破
損
し
、

２
０
１
９
年
の
修
復
に
合
わ
せ
て
御
遠
忌
を
計
画
し
て
い
た

が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
為
や
む
な
く
中
止
と
な
っ
た
。
２
０
２
４

年
春
の
御
遠
忌
・
慶
讃
法
要
に
向
け
て
ご
門
徒
と
共
に
計
画

を
し
て
い
る
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　
尚
、
住
職
は
、
天
満
別
院
の
責
任
役
員
と
し
て
２
０
１
６

年
よ
り
就
任
し
、
重
責
を
担
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

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

  

〜
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
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

　
　
　
　
鷺鷺ろ
し
ゅ
う
ざ
ん

ろ
し
ゅ
う
ざ
ん

洲
山
洲
山
　　
南南な
ん
け
い
じ

な
ん
け
い
じ

桂
寺
桂
寺        

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

　
　
　

　
　
　



　
　
　

   　

 

　　

　
　  

　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　
　

た
。
木
村
宣
彰
先
生
の
祖
徳
讃
嘆
（
法

話
）
後
、
御
門
首
の
ご
挨
拶
が
述
べ
ら

れ
、「
御
正
忌
報
恩
講
に
参
拝
し
、
宗

祖
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
本
願
念
仏
の

御
教
え
を
聞
き
取
っ
て
生
き
ま
し
ょ

う
」
と
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
通
称
千
畳

敷
き
と
言
わ
れ
る
御
影
堂
は
す
っ
か
り

満
堂
に
な
っ
た
。
雅
楽
の
奏
で
る
中
、

約
２
０
０
人
近
い
僧
侶
が
内
・
外
陣
に

出
仕
、
最
後
に
御
門
首
・
新
門
様
が
御

出
仕
。
約
2
時
間
に
わ
た
る
法
要
が
厳

か
に
始
ま
っ
た
。
　

　
登
高
座
中
の
念
仏
讃
、
今
回
参
拝
の

念
願
「
坂
東
曲
」
が
新
門
さ
ん
の
調
声

で
始
ま
っ
た
。
体
を
力
強
く
前
後
に
動

か
し
声
高
ら
か
に
勤
ま
る
独
特
の
声

明
。
外
陣
出
仕
僧
侶
（
御
堂
衆
）
約
60

人
が
一
斉
に
同
じ
仕
草
で
体
を
振
る
。

一
年
一
度
今
で
し
か
見
ら
れ
な
い
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
姿
。
御
影
堂
は
そ
の
姿
を

拝
見
し
よ
う
と
広
縁
ま
で
ぎ
っ
し
り
と

埋
れ
て
い
る
。
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
班
の

姿
も
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
声
明
の
由
来
は
未
だ
は
っ
き
り

し
て
な
い
。
南
北
朝
時
代
第
３
代
覚
如

上
人
の
頃
、
関
東
の
御
同
行
に
よ
っ
て

始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
　

　
一
般
的
に
は
「
坂
東
ご
え
」
と
い
わ

れ
、
な
ま
ら
ざ
る
音
声
を
も
っ
て
、
わ

ざ
と
片
国
の
な
ま
れ
る
こ
え
を
学
ん
で

念
仏
す
る
こ
と
を
『
改
邪
鈔
』
に
戒
め

て
お
ら
れ
る
文
が
あ
り
ま
す
こ
と
か
ら

「
坂
東
曲
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
か
。

　
私
は
青
年
期
に
、
親
鸞
聖
人
が
越
後

に
流
人
と
し
て
流
さ
れ
る
中
で
、
小
舟

　
　
　

定
例
法
話　

     

　
11
月
24
日
（
金
）
御
講
師
に
５
組 

專
光
寺 

住
職 

越
本 

達
了
師
を
お
迎
え

し
、
講
題
「
浄
土
の
物
語
」
に
つ
い
て

お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
師
か
ら
は
、「
目
的
が
あ
る
と
迷
っ

て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
全
体
的

に
見
る
と
迷
い
の
中
を
進
ん
で
い
る
。

生
き
て
い
る
と
は
死
に
向
か
っ
て
い
る

こ
と
だ
が
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う

目
的
が
あ
れ
ば
往
く
生
き
方
（
今
）
に

変
わ
る
」と
話
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た「
娑

婆
の
世
界
は
日
に
日
に
寂
し
く
な
る
が

お
浄
土
の
世
界
は
賑
や
か
に
な
っ
て
い

く
」
と
い
う
ご
年
配
の
ご
門
徒
さ
ん
か

ら
の
お
話
も
紹
介
さ
れ
、
参
拝
さ
れ
た

方
々
は
熱
心
に
聴
聞
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

　
　
起
工
式　
執
行

　
去
る
11
月
22
日
（
水
）
明
年
1
月
よ

り
始
ま
る
商
業
施
設
「
ラ
イ
フ
」
の
起

工
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
式
は
別

院
職
員
・
責
任
役
員
の
奥
林
氏
が
執
行

し
関
係
者
各
位
が
参
列
さ
れ
ま
し
た
。

　
11
月
頃
竣
工
の
予
定
と
聞
い
て
い
ま

す
。

　
「
坂
東
曲
」
に
で
あ
う

　
去
る
11
月
28
日
、
親
鸞
聖
人
御
遷
化

７
６
２
年
の
御
正
当
、
朝
7
時
30
分
、

別
院
御
門
徒
22
名
と
結
成
式
を
終
え
京

都
東
本
願
寺
へ
と
向
か
っ
た
。
9
時

前
、
あ
ざ
や
か
な
黄
色
に
染
ま
っ
た
銀

杏
と
内
局
参
務
全
員
と
関
係
職
員
の
皆

さ
ん
が
大
門
前
で
温
か
く
迎
え
て
く
れ

弟
子
と
は
お
釈
迦
様
の
弟
子
で
す
。
自

ら
法
名
を
受
け
る
と
言
う
こ
と
は
、
ま

さ
に
第
二
の
人
生
の
誕
生
と
も
い
わ
れ

ま
す
。

　「
帰
敬
式
」
と
は
、「
仏
」「
法
」「
僧
」

の
三
宝
に
帰
依
し
、
こ
れ
か
ら
、
仏
様

の
教
え
に
問
い
学
ん
で
い
こ
う
と
す
る

出
発
の
式
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
か
ら

こ
そ
の
儀
式
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
生
き
て
い
る
今
に
受
式
す
る
こ
と

は
、
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た

ず
ね
て
い
き
、
生
き
る
喜
び
を
見
つ
け

よ
う
と
す
る
人
生
の
始
ま
り
で
あ
り
ま

す
。

　
人
間
は
苦
し
い
こ
と
、
悲
し
い
こ
と

を
通
し
て
、
成
長
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
そ
し
て
喜
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
教
え
て
も
ら
う
の
で
す
。
生
前

に
法
名
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
帰
る

場
所
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
安
心
し
ま
す
ね
。

　 　（
第
13
組  

善
福
寺  

野
村
　
正
示
）

答
え
　
　
　

　
生
前
に
法
名
を
お
受
け
い
た
だ
く
事
が

で
き
ま
す
。

　
先
ず
は
、
お
手
次
の
お
寺
さ
ん
や
別
院

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
本
山
（
東
本
願
寺
）
で
は
、
ほ
ぼ
毎
日

の
よ
う
に
「
帰
敬
式
」
を
執
行
し
て
お
り

ま
す
。「
帰
敬
式
」
と
は
、「
お
か
み
そ
り
」

と
も
言
わ
れ
ま
す
。「
お
か
み
そ
り
」
と

聞
く
と
亡
く
な
っ
て
か
ら
と
思
わ
れ
が
ち

で
す
が
、
本
来
は
、
仏
弟
子
に
な
る
儀
式

で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
弟
子
と
し
て

の
名
告
り
で
あ
り
ま
す
。
法
名
は
「
釋
○

○
、
釋
尼
○
○
」
と
授
与
さ
れ
ま
す
。
仏

が
あ
の
日
本
海
の
荒
波
に
た
た
か
れ
、

や
っ
と
の
お
も
い
で
居こ
た
が
は
ま

多
ヶ
浜
に
御
着

き
に
な
ら
れ
た
心
境
を
憶
念
さ
れ
た
こ

と
を
表
現
さ
れ
て
始
ま
っ
た
と
聞
い

て
、
今
も
な
お
感
動
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
私
一
人
の
た
め
に
命
が
け
で
御

苦
労
し
て
ま
で
さ
れ
て
と
。

　
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
今
年

の
坂
東
曲
『
高
僧
和
讃
』
六
首
の
内
、

五
濁
悪
世
の
わ
れ
ら
こ
そ

　
金
剛
の
信
心
ば
か
り
に
て
　
　
　
　
　
　
　

　
な
が
く
生
死
を
す
て
は
て
て

　
自
然
の
浄
土
に
い
た
る
な
れ

（
私
訳
）

今
日
の
生
き
づ
ら
い
世
の
中
に
あ
っ
て

　
決
し
て
ぶ
れ
る
こ
と
の
な
い
信
心
こ
そ
が

　
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
こ
に
立
っ
て

　
あ
り
の
ま
ま
で
生
き
て
い
け
る
身
が
拓
か
れ
る
。

が
、
一
層
深
く
胸
に
突
き
刺
さ
っ
て
、

今
も
我
流
坂
東
曲
を
口
づ
さ
ん
で
い
ま

す
。

法
名
を
生
前
に
い
た
だ
け
る
の
で
し
ょ
う
か
？

２３

報
告

Q&A

参
拝
者
の
方
々
も
初
め
て
出
遇
う
「
坂

東
曲
」を
聞
き
入
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

車
椅
子
で
の
参
拝
者
も
お
ら
れ
、
皆
さ

ん
と
一
緒
に
思
い
出
に
残
る
ご
縁
に
遇

い
得
て
よ
か
っ
た
と
い
う
声
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
こ
の
度
は
、
若
き
親
鸞
聖
人
が

二
十
年
間
も
の
永
い
間
修
行
さ
れ
た
比

叡
山
、
特
に
常
行
堂
を
拝
観
し
て
き
ま

し
た
。
朝
か
ら
夕
暮
れ
ま
で
御
本
尊
を

中
心
に
念
佛
を
唱
え
3

3

文
字
通
り
念
佛
三

昧
を
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
夕
暮
れ
の
日
差
し
の
中
、
親
鸞
さ
ま

を
偲
び
つ
つ
記
念
に
と
写
真
を
一
枚

撮
っ
て
下
山
し
た
こ
と
で
し
た
。

　　

輪
番
雑
感

　「
御
正
忌
報
恩
講
」
団
体
参
拝
　
　 　   

　　
去
る
11
月
28
日
（
火
）、
天
満
別
院

門
徒
会
の
総
勢
22
名
で
、
御
正
忌
報
恩

講
御
満
座
（
結
願
日
中
）
に
参
拝
し
ま

し
た
。

　　　
特
に
、
今
回
は
「
坂
東
曲
」
に
出
遇

う
こ
と
を
願
っ
て
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

御
影
堂
が
超
満
堂
に
埋
ま
る
中
、
沢
山

の
僧
侶
の
方
々
が
一
斉
に
体
を
前
後
左

右
に
振
っ
て
お
勤
め
が
始
ま
る
と
多
数

の
参
拝
者
の
方
々
も
ど
よ
め
き
、
立
ち

上
が
っ
て
見
い
る
方
も
出
て
、
私
た
ち

專光寺住職　越本 達了師

比叡山　常行堂に参拝

御本山団体参拝の様子

法 

名
　 

釋(

尼)
○ 
○

境内を彩るイロハモミジと銀杏


