
新
し
い
一
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。
本

年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、
「
お
墓
が
遠
方
に
あ
っ
て
お

参
り
に
な
か
な
か
行
け
ず
、
お
墓
の
将

来
が
不
安
」
と
い
う
お
悩
み
を
お
持
ち

の
方
は
多
い
で
し
ょ
う
。
大
家
族
が
核

家
族
へ
と
変
わ
り
、
若
い
人
は
地
方
を

離
れ
て
都
会
へ
移
り
、
少
子
高
齢
化
が

進
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
す
で
に

地
方
の
お
墓
を
継
承
し
た
人
や
こ
れ
か

ら
継
承
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
に
と
っ

て
、
ご
先
祖
さ
ま
の
お
墓
を
今
後
ど
う

考
え
て
い
く
か
、
頭
の
痛
い
問
題
で
す
。

墓
地
の
永
代
使
用
権
は
子
々
孫
々
ま
で

継
承
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
墓
の
永
代
使

用
権
を
持
つ
代
表
者
の
方
が
亡
く
な
れ

ば
、
そ
れ
を
継
承
す
る
人
は
契
約
を
結

び
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
手
続
き
を
怠
っ
た
り
新
た
な
継
承
者

が
い
な
い
場
合
、
い
て
も
名
乗
り
出
ず

連
絡
も
つ
か
な
い
場
合
は
、
永
代
使
用

権
が
無
効
と
な
り
墓
地
が
更
地
に
戻
さ

れ
る
と
い
う
最
悪
の
ケ
ー
ス
も
起
こ
り

得
ま
す
。
ま
た
女
性
の
継
承
者
の
な
か

に
は
、
自
身
の
ご
実
家
の
お
墓
と
ご
主

人
の
ご
実
家
の
お
墓
の
両
方
を
見
て
い

る
と
い
う
方
も

少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
ご
夫
婦

で
計
７
か
所
も

の
お
墓
に
毎
年

お
参
り
し
て
い
る
と
い
う
お
話
も
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
お
墓
を

お
移
し
し
た
り
永
代
供
養
墓
へ
の
改
葬

に
は
、
お
墓
の
規
模
に
も
よ
り
ま
す
が

墓
石
の
撤
去
、
移
転
先
の
墓
地
の
使
用

料
、
墓
地
の
工
事
な
ど
を
含
め
百
万
～

三
百
万
円
程
度
の
経
費
が
必
要
で
、
経

済
的
な
理
由
か
ら
遠
方
の
お
墓
を
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
ら
れ
る
方
、
新
た
な
お

墓
を
な
か

な
か
買
い

求
め
ら
れ

な
い
方
が
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
愛
着
あ
る
土
地
か
ら
ご
先
祖
さ

ま
を
お
移
し
す
る
こ
と
に
抵
抗
も
あ
る

で
し
ょ
う
。

も
し
、
お
墓
を
お
移
し
す
る
か
、
お

仏
壇
を
お
移
し
す
る
か
、
ど
ち
ら
を
先

に
す
る
べ
き
か
迷
わ
れ
た
ら
、
お
仏
壇

を
優
先
し
て
く
だ
さ
い
。
理
由
は
お
墓

と
お
仏
壇
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
の
違
い

に
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
お
墓
と
の
距
離
、

お
仏
壇
と
の
距
離
の
違
い
で
す
。
お
墓

に
出
か
け
る
の
は
ご
両
親
の
ご
命
日
、

春
秋
の
お
彼
岸
、
そ
し
て
お
盆
ぐ
ら
い

で
す
が
、
お
仏
壇
は
家
の
中
に
あ
っ
て

朝
な
夕
な
に
拝
む
も
の
で
、
生
活
の
身

近
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
故
人
の
墓
前
に

お
参
り
し
た
い
と
い
う
人
を
、
お
墓
ま

で
案
内
す
る
こ
と
は
難
し
く
て
も
、
お

仏
壇
に
お
線
香
を
あ
げ
て
い
た
だ
く
こ

と
は
容
易
で
す
。
そ
し
て
何
と
言
い
ま

し
て
も
、
お
仏
壇
は
仏
教
を
信
仰
す
る

と
い
う
一
家
の
シ
ン
ボ
ル
、
そ
し
て
ご

先
祖
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
頭
を
た
れ
る

心
を
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
伝
え

る
大
切
な
場
で
す
。
総
合
的
に
見
て
、

お
仏
壇
は
一
家
の
中
心
に
な
れ
ま
す
が
、

お
墓
は
一
家
の
中
心
に
な
れ
な
い
と
わ

た
し
は
思
い
ま
す
。
ご
実
家
の
お
仏
壇

が
大
き
す
ぎ
て

譲
り
受
け
る
こ

と
が
難
し
け
れ

ば
、
新
た
に
お
求
め
く
だ
さ
い
。
大
き

さ
に
は
こ
だ
わ
ら
な
く
て
大
丈
夫
で
す
。

そ
し
て
お
仏
壇
は
い
つ
、
ど
ん
な
動
機

で
買
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
「
家
族
に

死
者
が
出
な
け
れ
ば
買
っ
て
は
な
ら
な

い
」
「
お
仏
壇
を
買
う
と
新
仏
が
出
る
」

と
い
う
俗
信
を
耳
に
し
ま
す
が
、
こ
れ

は
葬
儀
後
に
仏
壇
を
買
う
ケ
ー
ス
が
多

い
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
迷
信
で
、
ま
っ

た
く
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
購
入
の
動

機
は
「
永
年
の
念
願
が
か
な
っ
た
」

「
自
分
や
家
族
が
大
病
に
か
か
っ
た
が
、

苦
労
の
甲
斐
あ
っ
て
全
快
し
た
」
「
低

迷
し
て
い
た
会
社
の
業
績
が
上
昇
し
た
」

「
待
ち
に
待
っ
た
子
宝
に
恵
ま
れ
た
」

「
息
子
や
娘
家
族
が
家
を
新
築
し
た
」

な
ど
様
々
で
す
。
自
分
の
念
願
が
か
な
っ

て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
も
、
ご
先
祖
さ

ま
の
お
か
げ
と
い
う
感
謝
の
気
持
ち
が

何
よ
り
大
切
で
す
。
も
ち
ろ
ん
葬
儀
や

法
事
と
い
っ
た
必
要
に
迫
ら
れ
て
購
入

な
さ
っ
て
も
良
い
で
す
が
、
そ
う
い
う

と
き
ほ
ど
物
入
り
が
重
な
っ
て
資
金
に

苦
し
く
、
慌
た
だ
し
く
不
安
な
気
持
ち

で
ゆ
っ
く
り
お
仏
壇
を
選
べ
な
い
状
況

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
経
済
と
時
間
に
余

裕
の
あ
る
時
、
ま
た
お
元
気
な
時
に
ご

用
意
い
た
だ
く
と
、
心
に
ゆ
と
り
も
生

ま
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
で
安
心
し
て
手

を
合
わ
せ
る
満
足
感
と
安
心
感
を
生
み
、

ご
先
祖
さ
ま
に
見
守
ら
れ
て
家
族
が
静

か
に
暮
ら
せ
て
い
る
と
実
感
で
き
る
、

お
仏
壇
本
来
の
役
目
が
果
た
せ
ま
す
。

買
い
替
え
で
不
要
に
な
っ
た
お
仏
壇
は
、

菩
提
寺
を
通
じ
て
他
人
に
寄
贈
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
経
済
的
な

理
由
か
ら
お
仏
壇
を
買
え
な
い
ご
家
庭

と
の
橋
渡
し
を
、
菩
提
寺
に
お
願
い
す

る
と
い
う
も
の
で
、
新
し
い
ご
家
庭
に

使
っ
て
い
た
だ
け
ば
お
仏
壇
も
ご
先
祖

さ
ま
も
さ
ぞ
喜
ば
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
書
い
た
掛
軸

を
家
庭
に
掛
け
て
い
た
の
が
、
お
仏
壇

の
起
源
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
浄

土
真
宗
が
最
初
な
の
で
す
。
（
住
職
）
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築
地
本
願
寺
（
東
京
・
中
央
区
）
が
毎
月

発
行
し
て
い
る
冊
子
に
、
淨
泉
寺
の
情
報

が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
下
）
。
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
の
お
寺
が
少
な
い
首
都
圏

に
、
お
寺
を
増
や
そ
う
と
進
め
ら
れ
て
き

た
「
都
市
開
教
」
。
築
地
本
願
寺
で
は

「
都
市
開
教
専
従
員
」
を
任
命
し
、
布
教

所
運
営
か
ら
寺
院
の
開
設
ま
で
を
支
援
し

て
い
ま
す
。
淨
泉
寺
は
そ
の
制
度
で
開
設

さ
れ
た
数
あ
る
お
寺
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ま

せ
ん
が
、
そ
の
な
か
で
も
古
民
家
を
本
堂

に
改
修
す
る
と
い
う
手
法
が
極
め
て
珍
し

い
と
、
今
回
初
め
て
取
材
を
受
け
ま
し
た
。

当
寺
の
来
歴
と
今
後
の
目
標
も
掲
載
さ
れ
、

嬉
し
い
限
り
で
す
。
淨
泉
寺
通
信
今
号
に

同
封
し
て
お
届
け
い
た
し
ま
し
た
の
は
、

当
該
掲
載
誌
で
す
。
残
余
若
干
ご
ざ
い
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

電
話
０
４
９
３
-５
４
-８
８
０
３
(淨
泉
寺
)

昨
年
７
月
、
恒
例
の
盂
蘭
盆
会
（
お

う

ら

ぼ

ん

え

盆
の
法
要
）
を
築
地
本
願
寺
（
東
京
・

中
央
区
）
を
会
場
に
勤
め
、
百
四
名
の

方
々
と
共
に
、
故
人
を
偲
ぶ
静
か
な
時

間
を
持
ち
ま
し
た
。
「
遠
方
の
お
墓
に

お
参
り
で
き
ず
、
こ
う
し
て
供
養
い
た

だ
く
と
助
か
り
ま
す
」
と
い
う
声
を
、

今
回
い
た
だ
き
ま
し
た
。
誠
に
あ
り
が

た
い
こ
と
で
す
。
本
年
は
７
月

12日
に

予
定
し
て
お
り
、
５
月
頃
に
往
復
葉
書

で
出
欠
を
お
尋
ね
す
る
予
定
で
す
。

築築 築築
地地 地地

本本 本本
願願 願願

寺寺 寺寺
のの のの

月月 月月
刊刊 刊刊
誌誌 誌誌

にに にに
掲掲 掲掲
載載 載載

ささ ささ
れれ れれ

まま まま
しし しし

たた たた
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【淨泉寺の今後の活動】

１月１日(土)８時

元旦会（元旦の法要）

（淨泉寺仮本堂・埼玉県吉見町）

★お寺参りが難しくても、一年のはじまりに、

おせちを食べるより先に、ご夫婦ご家族で

お仏壇の前で手を合わせましょう。

１月16日(金)19時（毎月開催）

親鸞聖人御消息講座（第14回）

（フレサよしみ・埼玉県吉見町）

１月18日(日)10時

新年のつどい＆コーラス練習

（淨泉寺仮本堂）

２月20日(金)19時

親鸞聖人御消息講座（第15回）

２月21日(土)14時

写経会（淨泉寺仮本堂）

３月20日(金)19時

親鸞聖人御消息講座（第16回）

（フレサよしみ）

３月21日(土)14時

彼岸会（淨泉寺仮本堂）

■１月18日(日)10時から「新年のつどい＆コーラ

ス練習」を開催します。築100年の古民家を改修し

た本堂（写真上は工事前）は、順調に工事が進み、

今春竣工の予定です。仏教讃歌の練習初めのこの

日、仏教讃歌にご縁のなかった方にこそ工事中の

本堂の内部をご覧いただこうと、「新年のつどい」

としてお餅つきをします。杵と臼は古民家で使わ

れていたものです。ご葬儀やご法事でお寄せいた

だいた皆様のお布施が、積もり積もって今回の改

修につながっています。お一人でも多くのご参加

をお待ちしています。ご参加いただける方は、ご

連絡ください。電話0493-54-8803 (淨泉寺)

築地本願寺の本堂前にて記念撮影


