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新
し
く
登
場
し
た
も
の
と
言

え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
仏
教
離
れ
も
あ
っ
て
、
葬

式
に
対
す
る
み
な
さ
ん
の
考

え
が
変
わ
っ
て
き
て
ま
す
よ

ね
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
信
仰
心
は
要
因
の
一
つ
で

す
。
た
だ
し
葬
儀
は
地
域
社

会
の
道
徳
的
慣か
ん

習
し
ゅ
う

（
エ
ト
ス
）

で
も
あ
り
、
信
の
深
さ
と
儀
式

の
形
は
必
ず
し
も
一
致
す
る

も
の
で
は
な
い
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
家
族
の

形
、
家
屋
の
建
築
様
式
、
技
術

革
新
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の

が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
だ
ん
だ
ん
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。

　

葬
儀
の
急
激
な
変
化
の
最
大
要
因
は
「
高
齢
化
」
だ
と
指し

摘て
き

す
る
専
門
家
も
い
ま
す
。
今
の
日
本
は
長
寿
社
会
。
故
人

が
ご
長
命
だ
っ
た
場
合
、
社
会
と
の
関
わ
り
も
相
対
的
に
薄う
す

れ
、お
見
送
り
さ
れ
る
方
も
少
な
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
亡
く
な
る
高
齢
者
が
増
加
の
一い
っ

途と

を
た
ど
り
、
そ

れ
を
支
え
る
世
代
が
少
な
く
な
れ
ば
、
儀
儀
の
簡
略
化
は
自

然
な
流
れ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

  

「
葬
式
と
は
一
般
の
人
に
と
っ
て
最
大
か
つ
最
も
重
要
な

仏
事
で
あ
る
」
と
お
坊
さ
ん
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方

で
、『
葬
儀
（
仏
教
）・
告
別
式
（
世
俗
）』
が
一
緒
に
語
ら

れ
、
仏
教
色
が
徐
々
に
薄
ま
り
つ
つ
あ
る
の
が
現

状
で
す
。「
こ
の
ま
ま
だ
と
葬
式
が
ヘ
ン
テ
コ
な

仏
教
儀
式
に
な
る
」
と
心
配
す
る
声
も
仏
教
界
か

ら
発
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
は
言
う
も
の
の
、

葬
儀
の
執し
っ

行こ
う

者し
ゃ

で
あ
る
僧
侶
も
仏
教
儀
式
と
し
て

頑か
た
く

な
に
突
き
進
ん
で
い
く
よ
う
な
こ
と
は
し
ま

せ
ん
。
い
や
、
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
大
切

な
方
を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
の
お
気
持
ち
の
問
題

が
あ
る
か
ら
な
ん
で
す
。
ご
遺
族
が
故
人
の
た
め

に
こ
う
し
た
い
と
言
え
ば
、
お
気
持
ち
を
汲く

ん
で

さ
し
あ
げ
る
の
が
『
人
の
道
』
で
す
。
お
坊
さ
ん

は
み
ん
な
宗
教
と
感
情
の
狭は
ざ

間ま

で
悩
ん
で
い
る
は

ず
で
す
。
ま
た
、
儀
式
の
伝
統
を
維い

持じ

し
て
い
く

こ
と
は
時
に
、
経
済
的
負
担
を
伴

い
ま
す
。
儀
式
の
一
部
を
省は
ぶ

い
た

り
、
正
式
な
ご
荘
し
ょ
う

厳ご
ん

で
な
か
っ

た
り
す
る
こ
と
は
避さ

け
る
べ
き
な

の
は
わ
か
り
ま
す
が
、
そ
の
負
担

も
十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
あ
え
て
厳げ
ん

密み
つ

に
言
え
ば
、

一
人
ひ
と
り
が
違
う
よ
う
に
、
一

つ
と
し
て
同
じ
葬
儀
は
あ
り
ま
せ

ん
。
葬
儀
の
現
場
に
向
か
う
お
坊

さ
ん
に
と
っ
て
「
ど
こ
を
守
り
、

ど
こ
を
許き
ょ

容よ
う

す
る
か
」
は
絶
え
ず

起
こ
る
大
き
な
問
題
で
す
。

　

あ
る
コ
ラ
ム
で
、「『
お
寺
を
身

近
に
感
じ
る
か
』
と
い
う
問
い
か

け
に
、
身
近
に
感
じ
る
と
返
答
し
た
割
合
は
極き
わ

め
て
低
い

が
、
年
代
別
に
分
け
る
と
、
５
０
～
６
０
歳
代
で
少
し
上
が

る
。
こ
れ
は
、
親
の
葬
儀
を
だ
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
か
」
と
あ
り
ま
し
た
。「
葬
式
は
最
大
か
つ
最
も
重
要

な
仏
事
だ
」
で
は
な
く
、
仏
教
に
関
わ
る
入
り
口
に
な
っ
て

い
る
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ま
た
、『
お
寺
は
』

と
一ひ
と

括く
く

り
に
し
て
き
ま
し
た
が
、
宗
派
、
地
域
特
性
、
規
模

な
ど
一
ヶ
寺
ご
と
に
大
き
く
状
況
は
異
な
り
ま
す
。
そ
の
ご

住
職
の
葬
儀
に
対
す
る
考
え
方
も
様
々
で
す
。
法
務
に
追
わ

れ
、
ご
葬
儀
の
依
頼
を
受
け
る
こ
と
す
ら
簡
単
で
は
な
い
大

き
な
お
寺
の
住
職
も
い
れ
ば
、
ご
自
身
の
お
寺
へ
依
頼
さ
れ

た
法
務
だ
け
で
は
生
活
が
で
き
ず
、
葬
儀
派
遣
僧
侶
の
バ
イ

ト
？
を
こ
な
す
住
職
も
い
ま
す
。

　

養
寿
寺
は
、
人
口
流
入
地
域
に
位
置
し
ま
す
。
ま
た
、
い

わ
ゆ
る『
都
市
化
』が
進
ん
で
い
ま
す
。
東
京
な
ど『
都
市
化
』

の
先
行
地
域
で
は
、葬
儀
に
際
し
『
先
祖
代
々
の
』
と
か
『
我

が
家
の
』が
薄
れ
、合
理
的
な
判
断
で
寺
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
そ
う
で
す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
養
寿
寺
は

ご
葬
儀
が
ご
縁
で
初
め
て
お
寺
に
関
わ
っ
て
く
だ
さ
る
方
が

一
定
割
合
い
ま
す
。
そ
の
反
面
、
お
寺
を
選
ん
で
い
た
だ
く

努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
、
ご
縁
も
立
ち
消
え
て
い
っ
て
し
ま

う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
厳き

び

し
い
時
代
で
す
が
、
養
寿
寺
の

位
置
す
る
地
域
の
特
性
を
チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え
、
ご
葬
儀
で

で
き
た
ご
縁
を
大
切
に
す
る
お
寺
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　
葬
儀
の
司
会
者
：「（
お
坊
さ
ん
が
葬
儀
会
場
に
入
り
、
み

ん
な
で
合
掌
し
た
後
・
・
・
）
葬
儀
開
式
の
前
で
は
ご
ざ
い

ま
す
が
、『
棺
前
の
お
勤
め
』
を
た
ま
わ
り
ま
す
」

　

疑
問
に
思
う
人
な
ど
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
改
め
て
考
え

て
み
る
と
不
思
議
で
す
よ
ね
。
葬
儀
は
も
う
始
ま
っ
て
い
る

は
ず
な
の
に
、「
式
の
前
に
」
と
は
。

　

仏
式
の
葬
儀
も
、
時
代
と
と
も
に
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
か
つ
て
、
人
は
ご
自
宅
で
最さ
い

期ご

を
迎
え
る
こ
と
が

普
通
で
し
た
。
ご
遺
体
は
、
家
の
仏
壇
の
前
に
置
か
れ
、
住

み
慣
れ
た
場
で
お
別
れ
の
お
参
り
を
し
、
そ
の
後
、
お
寺
な

ど
の
葬
儀
場
に
葬
列
を
組
み
運
ん
で
行
き
ま
し
た
。
ご
自
宅

で
の
お
参
り
が
『
棺か
ん

前ぜ
ん

の
お
勤つ
と

め
』
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
今

は
病
院
で
亡
く
な
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
葬
儀
場
に
ご
遺
体
が
運

ば
れ
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
。
か
つ
て
は
深
い
意

味
の
あ
っ
た
も
の
が
形
と
し
て
の
み
残
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。

　

伝
統
的
葬
儀
と
言
え
ど
も
、
ど
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

か
は
曖あ
い

昧ま
い

で
す
。
浄
土
真
宗
の
仏
教
儀
式
と
し
て
葬
儀
が
確

立
さ
れ
て
以
降
、
長
期
に
わ
た
り
葬
儀
は
屋
外
で
行
わ
れ
て

い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
葬
儀
の
導
師
は
今
も

椅
子
（
曲
き
ょ
く

録ろ
く

）
に
座
っ
て
儀
式
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
村

の
焼
き
場
で
ご
遺
体
を
火
葬
し
お
骨
に
す
る
の
に
一
晩
か
け

る
の
だ
そ
う
で
す
。
従
っ
て
、
葬
儀
は
夕
方
に
行
わ
れ
て
い

た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
言
え
ば
、
霊れ
い

柩
き
ゅ
う

車し
ゃ

ま
で

ご
遺
体
を
お
運
び
す
る
葬
列
の
先
頭

に
提
ち
ょ
う

灯ち
ん

を
持
つ
方
を
現
在
も
た
ま

に
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら

花
園
町
に
お
住
ま
い
で
六
十
代
以
上

の
方
な
ら
ば
、
花
園
町
に
も
ご
遺
体

を
火
葬
す
る
焼
き
場
が
あ
っ
た
こ
と

も
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

遺い

影え
い

も
葬
儀
で
は
当
た
り
前
の
よ

う
に
飾
ら
れ
ま
す
が
、
写
真
そ
の
も

の
が
一
般
に
浸し
ん

透と
う

す
る
昭
和
の
時
代

に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
す
。
葬
儀

の
長
い
歴
史
を
考
え
れ
ば
、
遺
影
は

　『
葬
儀
』
を
考
え
る

江戸時代　火葬の絵

釈
しゃ

迦
か

涅
ね

槃
はん

図
ず

　（頭
ず

北
ほく

、四
し

華
か

花
ばな

など今の葬儀にも影響）
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来
が
日
本
で
八
幡
大
菩

薩
に
な
っ
た
と
す
る
考

え
方
も
登
場
し
、
仏
教
が

日
本
に
広
が
っ
て
い
く

の
と
歩
調
を
合
わ
せ
る

よ
う
に
八
幡
神
社
は
建

て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
説
も
あ
る
よ

う
で
す
。

　

時
は
明
治
に
な
り
、
政
府
よ
り
神
道
国
教
化
を
背
景

に『
神
仏
分
離
令
』が
出
さ
れ
ま
す
。
あ
の『
神
仏
習
合
』

が
禁
止
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
て
多
く
の
神
社
境

内
に
あ
っ
た
仏
教
施
設
も
取
り
壊
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
一
時
期
『
廃は
い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
く
』（
仏
を
廃
し
釈
迦

を
毀き

損そ
ん

す
る
の
意
味
・
図
③
）
と
い
う
民
衆
の
動
き
が

全
国
各
地
で
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
昨
年
二
月
養
寿

寺
世
話
方
会
の
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
、
研
修
で
知
立
神

社
を
訪
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は
、『
神
宮
寺
』
と
『
神
仏

習
合
』
の
名
残
、
多
宝
塔
（
写
真
④
）
が
あ
り
ま
す
。

当
時
の
宮
司
さ
ん

が
、『
書
庫
』
と
し

て
歴
史
的
仏
教
建
造

物
を
残
そ
う
と
ご
努

力
さ
れ
何
と
か
無
事

に
残
っ
た
と
の
説
明

を
受
け
ま
し
た
（
写

真
⑤
）。       

　

さ
て
現
在
、
神
社

と
寺
院
は
ラ
イ
バ
ル

で
も
な
く
仲
良
し
関

係
と
も
言
え
ま
せ

ん
。
神
社
関
係
の
方

と
我
々
仏
教
関
係
者

が
交
流
す
る
こ
と
も

あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん

が
、
あ
る
ご
縁
で
、

安
城
市
里
町
に
あ
る

不
乗
森
神
社
（
写
真

⑥
）
の
宮
司
さ
ん
の

畔
柳
弘
文
さ
ん(

写

真
⑦
）
と
お
話
し
す
る
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
畔
柳

さ
ん
は
花
園
八
幡
宮
の
宮
司
さ
ん
で
も
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
、
中
根
町
の
神
明
宮
を
は
じ
め
数
社
の
宮
司
さ
ん

も
兼
務
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
宗
教
離
れ
や
コ
ロ
ナ

の
影
響
で
神
社
の
運
営
も
厳
し
い
も
の
が
あ
る
と
お
っ

し
ゃ
り
な
が
ら
も
、
か
な
り
多
く
の
神
社
を
兼
務
し
て

い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
な
ど
で
忙
し
い
毎
日
を

送
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

六
月
五
日
は
花
園
八
幡
宮
で
神
恩
感
謝
の
月つ
き

次な
め

祭さ
い

（
写
真
⑧
）
が
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
参

加
者
の
全
員
が
町

内
、
小
泉
地
区
に
新

し
く
引
っ
越
さ
れ
て

こ
ら
れ
た
若
い
方
々

で
し
た
。
こ
の
地
域

の
特
殊
性
を
感
じ
る

と
と
も
に
、
花
園
町

　

ク
イ
ズ
で
す
。『
神
宮
寺
』
は
神
社
で
し
ょ
う
か
、

そ
れ
と
も
お
寺
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
、
日
本
史
の
問
題

で
も
あ
り
、
ま
た
日
本
独
特
の
宗
教
観
に
関
す
る
問
題

で
も
あ
り
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
『
神
宮
寺
』
を
ス
マ
ホ

検
索
す
れ
ば
関
連
情
報
は
ウ
ジ
ャ
ウ
ジ
ャ
出
て
き
ま

す
。
そ
こ
に
共
通
す

る
キ
ー
ワ
ー
ド
が

『
神
仏
習
合
』
で
す
。

こ
れ
は
、
神
道
と
仏

教
を
対
立
す
る
宗
教

で
は
な
く
、
調
和
さ

せ
る
宗
教
的
考
え
方

の
こ
と
な
の
だ
そ
う

で
す
。
簡
単
に
言
え

ば
『
神
様
』
と
『
仏

様
』の
仲
良
し
関
係
。

つ
ま
り
『
神
宮
寺
』
と
は
神
社
で
も
あ
り
、
お
寺
で
も

あ
る
の
で
す
。

　

か
つ
て
は
お
寺
の
住
職
が
神
社
を
管
理
す
る
こ
と
は

よ
く
あ
る
こ
と
で
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
養
寿
寺
が
花

園
町
八
幡
宮
（
写
真
①
）
の
管
理
を
担
当
し
て
い
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
寺
院
と
神
社
、
二
つ
の
宗
教
施
設

が
同
じ
境
内
地
内
に

あ
っ
た
り
す
る
こ
と

も
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
八
橋
日

吉
神
社
と
無
量
寿
寺

（
写
真
②
）
で
す
。

　

日
本
古
来
の
神
道

と
外
国
か
ら
来
た
仏

教
を
両
立
さ
せ
る
た

め
に
、
仏
教
発
祥
の

イ
ン
ド
の
阿
弥
陀
如

世
話
方
会 

活
動
・
昨
年
度
会
計
報
告

  

み
な
さ
ま
か
ら
賜
り
ま
し
た
貴
重
な
御
仏
供
米
料
ご

寄
付
を
含
め
た
世
話
方
会
活
動
に
関
す
る
令
和
三
年
度

会
計
報
告
を
記
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
寺
や
お

墓
の
整
備
、
お
寺
の
行
事
の
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。

　
　
（ 

代
表　

寺
田
明
久 

・ 

会
計　

樹
神
誠 

）

　

ご
協
力
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
特
に
、
お

寺
に
事
前
に
来
ら
れ
た
方
が
百
名
近
く
に
な
り
と
て
も

あ
り
が
た
く
感
じ
ま
し
た
。

令和３年度　御本山（御仏供米）の会計決算書
1　収 入 の 部

項　　　目 計
前年度からの繰越金　　　 294,280
お仏供米寄付金 1,033,000
行事参加費　　　　心の元気塾 0
同朋会から謝礼金　（岡崎教務所）　　 0
貯金利息 6

合　　計 1,327,286

2　支 出 の 部
項　　　目 計

花まつり　中止 お寺へお礼 0
春の法話会　中止 講師料 0

お供料 0
お寺へお礼 0
飲食費 0

同朋会会員費  ( 岡崎教務所へ） 42,500
養寿寺同朋会支援金  ( 岡崎教務所へ） 0
心の元気塾 講師料 50,000

お寺へお礼 17,000
飲食費 0

秋の法話会　中止 講師料 0
お寺へお礼 0
飲食費 0

除夜・修正会 28,000
庶務費 境内管理費等 32,780

事務費等 5,560
印刷代 120,000
郵送料 29,148

その他行事費 ビンゴ大会賞品代 27,002
慶弔費 30,000
火災保険 本堂の掛金 100,000

庫裏の掛金 19,900
小泉墓地の清掃 作業手当 20,000

備品代費 39,528
お茶代等 12,113

世話方研修会 91,600
合　　計 665,131

差引残高　（1-2） 662,155

3　次年度への繰越金 
普通貯金 あいち豊田農業協同組合 662,155
定期貯金 　　　〃 300,058

合　　計 962,213
以上の通り報告致します。令和 4 年 3 月 31 日

神
社 

と 

寺
院

　
ラ
イ
バ
ル
で
は
な
く

　
　
　
　
仲
良
し
関
係

①　花園　八幡宮

③　廃仏毀釈⑤ 知立神社宮司さんから説明を受ける世話方

②　神社とお寺　知立市八橋町

④ 国の重要文化財　知立神社多宝塔

⑧　花園八幡宮　月次祭

御仏供米寄付集めの様子

⑦　宮司の畔柳弘文さん

御仏供米寄付の会議

⑥　安城市里町　不
の ら ず の も り

乗森神
じ ん

社
じ ゃ

八
幡
宮
の
主
催
す
る
伝
統
行
事
を
通
じ
、
地
元
花
園
町

に
愛
着
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
い
機
会
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

　
（
住
職
記
）
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間
で
実
施
）

二
．
除
夜
の
鐘
撞
き

　

コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
が
、
除
夜
の
鐘
撞
き

に
は
、
昨
年
と
比
較
す
れ
ば
か
な
り
増
え
約
四
〇
〇
名

の
方
が
参
加
さ
れ
、
新
年
は
じ
め
の
修
正
会
に
は
、
十

名
の
方
が
お
参
り
さ
れ
ま
し
た
。

三
．
書
き
初
め
会

　

新
年
一
月
四
日
に
恒
例
の
書
き
初
め
会
を
実
施
し
ま

し
た
。
参
加
者
は
五
名
で
し
た
。
な
お
、
表
彰
式
は
せ

ず
、
後
日
、
参
加
者
の
み
な
さ
ん
に
は
、
賞
品
を
お
渡

し
し
ま
し
た
。

四
．
蓮
如
忌

　
　

御
志
納
い
た
だ
い
た
方
は
、
一
六
三
名

　
　

御
志
納
額
は
、
五
十
二
万
三
千
円

　

多
く
の
方
に
御
参
詣
な
ら
び
に
御
志
納
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
ま

【
敬
称
略
】

住
職
（
代
表
役
員
）　
　
　
　
　
　
　
　

牧
野　

直
人

坊
守
（
責
任
役
員
）　
　
　
　
　
　
　
　

牧
野
千
珠
子

総
代
（
責
任
役
員
）　
　
　
　
　
　
　
　

樹
神　
　

守 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
田　

松
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
全
輝
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樹
神　
　

誠

高
岡
組
門
徒
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樹
神　
　

守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
全
輝
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樹
神　

玲
子

養
寿
寺
世
話
方
会
（
◎
は
代
表 

）

　
　

男
性　
　
　

◎
寺
田　

明
久　
　
　

樹
神　
　

誠

　
　
　
　
　
　
　
　

寺
田　

孝
男　
　
　

溝
脇　

孝
行

　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
田　

松
己　
　
　

後
藤　

彰
一

　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
全
輝
夫　
　
　

谷　
　

行
雄

　
　
　
　
　
　
　
　

志
賀　

敏
男 

　
　

女
性　
　
　
　

寺
田
ひ
さ
代　
　
　

加
藤　

礼
子

　
　
　
　
　
　
　
　

佐
野　

直
美　
　
　

杉
山　

陽
子

　
　
　
　
　
　
　
　

寺
田　

祐
子　
　
　

樹
神　

啓
子

　
　
　
　
　
　
　
　

志
賀
さ
つ
き　
　
　

中
村
ま
ゆ
み

一
周
忌　

・
・
・
・
令
和
三
年　
　

ご
逝
去

三
回
忌　

・
・
・
・
令
和
二
年　
　
　

〃

七
回
忌　

・
・
・
・
平
成
二
十
八
年　

〃 

十
三
回
忌　

・
・
・
平
成
二
十
二
年　

〃

十
七
回
忌　

・
・
・
平
成
十
八
年　
　

〃

二
十
三
回
忌
・
・
・
平
成
十
二
年　
　

〃

二
十
七
回
忌
・
・
・
平
成
八
年　
　
　

〃

三
十
三
回
忌
・
・
・
平
成
二
年　
　
　

〃

五
十
回
忌　

・
・
・
昭
和
四
十
八
年　

〃

　

お
布
施
の
こ
と
、お
二
人
以
上
の
年
忌
法
要
の
こ
と
、

区
切
り
を
付
け
る
た
め
の
『
弔
い
上
げ
法
要
』
こ
と
な

ど
、
ご
質
問
そ
の
も
の
が
仏
教
に
触
れ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
も
な
り
ま
す
。
遠
慮
無
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
広
い
お
寺
を
法
要
の
場
所
と

し
て
ご
利
用
さ
れ
る
方
も
増
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

椅
子
も
ご
用
意
で
き
ま
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
（
☎ 

〇
五
六
五
ー
五
二
ー
四
四
七
〇
） 

 

一
．
戦
没
者
追
悼
法
要

　

昨
年
の
十
二
月
七
日
に
花
園
町
戦
没
者
追
悼
法
要
が

戦
没
者
遺
族
会
主
催
で
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
お
父
様

を
戦
争
で
亡
く
さ
れ
た
方
が
徐
々
に
減
り
、
遺
族
と
し

て
お
孫
さ
ん
が
お
参
り
さ
れ
る
こ
と
も
増
え
つ
つ
あ
り

ま
す
が
、
非
戦
の
誓
い
と
平
和
へ
の
願
い
を
込
め
た
法

要
と
位
置
づ
け
、
大
切
に
し
て
い
ま
す
。（
庫
裏
の
広

令
和
四
年
　
年
忌
　
早
見
表

令
和
四
年
度

           

　
養
寿
寺
組
織
一
覧
表

昨
年
十
二
月
か
ら
本
年
五
月
ま
で
の

主
な
行
事
の
ご
報
告

世話方会役員　研修知立神社

役員総会の様子 ② 世話方を引退された寺田和男様

午前０時からの修正会書き初め会の作品 戦没者追悼法要の様子 ②

ビンゴ大会の司会進行

役員総会の様子 ① 責任役員を引退された樹神康久様

除夜の鐘撞きの様子書き初め会の様子 戦没者追悼法要の様子 ①

法話　天野義敬先生 法要の様子 蓮如忌　準備の様子

落語　笑福亭仁智師匠 ビンゴ大会 受付入り口での検温

ん
延
防
止
の
観
点
か
ら
、
昨
年
と
同
様
入
り
口
で
の
検

温
と
ア
ル
コ
ー
ル
手
指
消
毒
を
実
施
。
ま
た
、
参
詣
席

の
間
隔
を
広
く
取
り
法
要
を
行
い
ま
し
た
。
お
斎
（
昼

食
）
は
持
ち
帰
り
弁
当
に
切
り
替
え
、
音
楽
法
要
も
取

り
や
め
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
２
回
目
の
蓮
如
忌
参
詣
者

数
は
、
前
年
よ
り
三
名
減
。
御
志
納
額
も
、
八
千
円
の

減
少
で
し
た
。
法
要
法
話
の
内
容
は
、一
日
目
午
後
は
、

法
要
と
法
話
。そ
し
て
、景
品
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
っ

た
養
寿
寺
世
話
方
会
主
催
の
『
ビ
ン
ゴ
大
会
』。
二
日

目
の
午
前
は
、
法
要
と
落
語
と
い
う
内
容
で
実
施
い
た

し
ま
し
た
。
お
斎
の
代
わ
り
の
弁
当
も
好
評
で
し
た
。

お
斎
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
三
年
間
、
提
供
で
き
て
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、
食
材
の
提
供
を
受
け
て
い
た
Ａ
コ
ー
プ
若

林
店
が
閉
店
さ
れ
る
予
定
で
す
。
再
開
す
る
に
し
て
も

新
た
な
形
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
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一
．
豊
田
市
仏
教
会
主
催
『
花
ま
つ
り
』

　

四
月
六
日
に
豊
田
市
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
に
て
市
仏

教
会
（
拙
寺
住
職
会
長
）
主
催
の
『
花
ま
つ
り
』
を
実

施
し
ま
し
た
。
仏
祖
の
誕
生
を
祝
う
仏
教
行
事
に
続
き
、

Ｃ
Ｂ
Ｃ
ラ
ジ
オ
『
朝
Ｐ
Ｏ

Ｎ
』
司
会
者
の
多
田
し
げ

お
氏
を
講
師
に
招
き
、
講

演
会
を
行
い
ま
し
た
。
会

場
は
満
席
。
示
唆
に
富
む

内
容
を
ユ
ー
モ
ア
を
交
え

話
さ
れ
、
す
ば
ら
し
い
講

演
会
と
な
り
ま
し
た
。

二
．『
ア
ラ
イ
グ
マ
』
捕
獲

　

こ
こ
数
年
、近
隣
の
方
々
よ
り
お
寺
に
ア
ラ
イ
グ
マ

ら
し
き
も
の
が
出
没
し
て
い
る
と
の
報
告
を
受
け
て
お

り
ま
し
た
。お
寺
側
で
も
ア
ラ
イ
グ
マ
の
存
在
を
し
っ
か

り
と
確
認
で
き
ま
し
た
の
で
、業
者（
石
川
環
境
サ
ー
ビ

ス
）に
害
獣
駆
除
を
依
頼
し
ま
し
た
。数
カ
所
に
、ワ
ナ

を
仕
掛
け
、定
期
的
に
え
さ
を
変
え
て
い
た
だ
い
た
結

果
、こ
の
五
月
に
ア
ラ
イ
グ
マ
一
匹
の
捕
獲
に
成
功
し
ま

し
た
の
で
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。花
園
区
長
さ
ん
に

も
ア
ラ
イ
グ
マ
の
捕
獲
を
ご
確
認
い
た
だ
き
ま
し
た
。

短 

信

花まつり法要の様子庭でアライグマを確認

講演会　会場は満席捕獲されたアライグマ

三
．
仏
前
結
婚
式

　

養
寿
寺
住
職
の
息
子
、
牧
野
俊
一
が
三
月
二
十
六
日

（
土
）
養
寿
寺
本
堂
に
て
仏
前
結
婚
式
を
行
い
ま
し
た

の
で
ご
報
告
さ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
、
参

列
人
数
を
可
能
な
限
り
制
限
し
、
両
家
親
族
と
お
寺
か

ら
は
総
代
さ
ん
四
名
に
ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お

相
手
は
藤
嶋
杏
佳
さ
ん
。
新
郎
新
婦
二
人
と
も
豊
田
市

の
教
員
と
し
て
働
い
て
お
り
ま
す
。

四
．
お
寺
で
の
追
弔
会

　

①
厄
年
還
暦
同
年
会
『
花
園
と
し
わ
会
』
（
会
長
・

寺
田
孝
男
様
）
物
故
者
追
悼
法
要  

三
月
九
日
（
水
）

な
ら
び
に　

②
花
園
ふ
れ
あ
い
ク
ラ
ブ
物
故
者
追
悼
法

要
三
月
十
四
日
（
月
）
が
養
寿
寺
で
執
り
行
わ
れ
ま
し

た
の
で
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

五
．
真
宗
大
谷
派
岡
崎
教

区
合
唱
団
『
コ
ー
ル
ア
ー

バ
ー
創
立
十
五
周
年
記
念

コ
ン
サ
ー
ト
』
が
五
月

十
一
日
（
水
）
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
団
員
で
あ
る

養
寿
寺
坊
守
の
牧
野
千
珠

子
が
参
加
し
ま
し
た
。

多田しげお氏との記念撮影

ふれあいクラブ　物故者追悼法要

参列者記念撮影

コールアーバー

としわ会　物故者追悼法要 仏前結婚式　三々九度

六
．
養
寿
寺
納
骨
堂
　
経
過
報
告

　

豊
田
市
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
養
寿
寺
納
骨
堂
建

設
を
少
し
ず
つ
進
め
て
お
り
ま
す
。
順
調
に
進
め
ば
八

月
末
に
着
工
、
来
年
の
二
月
末
に
は
完
成
予
定
で
す
。

納
骨
堂
の
建
設
費
用
に
つ
い
て
は
養
寿
寺
の
積
立
金
よ

り
捻
出
い
た
し
ま
す
。
企
業
と
連
携
し
た
豪
華
な
納
骨

堂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
養
寿
寺
に
ご
縁
の
あ
る
方
の
た

め
の
納
骨
堂
で
す
。
ま
た
、
お
参
り
し
て
い
た
だ
き
や

す
い
お
堂
デ
ザ
イ
ン
に
し
ま
し
た
。
左
の
図
が
完
成
予

想
図
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
長
期
に
わ
た
り
安
定
し

た
納
骨
堂
運
営
も
宗
教

法
人
に
課
さ
れ
た
責
務

で
あ
る
と
も
言
わ
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
の
納
骨

冥
加
金
（
費
用
）
な
ど

に
つ
い
て
は
、
多
く
の

方
の
ご
意
見
を
い
た
だ

き
た
く
存
じ
ま
す
。

工事の概要を説明する看板

新型コロナウイルス感染まん延防止の観点から行事の一部を中止しました。　申し訳ありません。
　　　　《中止にした行事》
　　　　　　１．令和４年４月８日　  養寿寺『花まつり』  ・・・・　中止しました。
　　　　　　２．令和４年５月　　　　世話方会主催　『春の法話会』　・・・・　中止しました。

◎７月下旬の２日間を予定　こころの元気塾　午前６時１５分～午前７時３０分　　　　詳細は未定
◎８月１３日(土) または １４日(日)　　合同初盆会　　実施【初盆の方にご案内申し上げます】
　８月下旬　子ども対象　ラジオ体操とお経のお稽古　　実施かどうかは未定
　９月初旬　養寿寺世話方会主催　秋の法話会　　実施かどうか未定
◎９月の　お彼岸 　養寿寺永代祠堂法要　実施　  参詣者の方にはお寺より詳細と出欠席確認のハガキをお出しします。
◎１０月２８日(金)～３０日(日)  報恩講　実施　　　詳細は未定　行事が近づきましたら詳細をご連絡します。
◎蓮華の会（書写の会）　今年秋には再開予定　　人数制限あり　過去に参加された方には個別に連絡する予定です。

今後も   コロナウイルスの感染状況を注視しながら実施の可否や行事の内容を検討してまいります。

【令和四年度　１２月までの主な予定　ご案内】

























































