
勝
て
ば
怨
ま
れ
敗
れ
ば
苦
し
む

　
　

こ
ぶ
し
を
ゆ
る
め
安
ら
か
し
よ
う

大きく剪定された樫の木（10 月１4 日、順慶寺境内にて　岡川経康氏撮影）

【1】　　　　2020 年 10 月 28 日発行

◆◇ 三分の一になった樫の木 ◇◆
境内墓地前にある、 順慶寺最古の樫の木は、 雷に打たれ二つに割れた後、 一方は枯れ、 一

方は皮のみで生きていたが、 その後根元から新たに蘖
ひこばえ

して、 大樹となっていた。 大きくなりすぎ、

倒木の危険もあることから、 このたび業者によって大きく剪定して頂いた。

◇ 

勝
ち
負
け
は
苦
し
み
を
産
む 

◇

今
月
の
釈
尊
の
言
葉
も
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
か
ら
の

出
典
で
す
。

「
勝
者
は
怨
み
を
か
い

敗
者
は
苦
し
み
を
味
わ
う

安
ら
か
な
人
は
勝
敗
を
捨
て

幸
せ
に
生
き
る
」（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
二
〇
一
偈
）

「
や
ら
れ
た
ら
や
り
返
す
、
倍
返
し
だ
」
と
は
、
昨
今

人
気
の
ド
ラ
マ
『
半
沢
直
樹
』
の
名
文
句
で
す
。『
半

沢
直
樹
』
は
、
普
段
は
ガ
マ
ン
ガ
マ
ン
で
生
活
し
て
い

る
私
た
ち
に
、
痛
快
な
刺
激
を
与
え
、
水
戸
黄
門
と
同

じ
く
、
視
聴
率
四
十
％
を
越
え
る
、
化
け
物
的
人
気
を

博
し
ま
し
た
。
二
つ
に
共
通
す
る
の
は
、
明
解
で
痛
快

な
と
こ
ろ
、
勧か
ん

善ぜ
ん

懲
ち
ょ
う

悪あ
く

的
な
と
こ
ろ
だ
と
、
指
摘
す
る

論
評
も
聞
き
ま
す
。
た
だ
、
勝
ち
負
け
の
伴
う
勧
善
懲

悪
は
、
現
実
生
活
で
は
後
味
の
悪
さ
を
伴
い
ま
す
。

漫
画
家
の
水
木
し
げ
る
さ
ん
は
、
誰
に
も
負
け
た

く
な
い
と
い
う
気
持
ち
の
強
い
人
の
こ
と
を
「
一
番

病
」
と
呼
び
ま
し
た
。
勝
つ
ま
で
や
り
た
い
と
思
う

と
、
他
の
こ
と
が
目
に
入
ら
ず
、
自
分
の
こ
と
ば
か

り
を
考
え
、
思
わ
ず
我
を
張
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
た

と
え
う
ま
く
勝
つ
こ
と
が
で
き
、
ス
ッ
キ
リ
し
た
よ

う
に
思
え
て
も
、
そ
の
瞬
間
に
、
周
り
に
多
大
な
迷

惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
負
け
て
ば
か
り
の

と
き
は
自
己
肯
定
感
を
得
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
状
況
を
病
に
見
立
て
る
わ
け
で
す
。

か
つ
て
、
イ
チ
ロ
ー
選
手
が
引
退
会
見
で
、「
一

気
に
高
み
に
行
こ
う
と
す
る
と
、
今
の
自
分
の
状
態

と
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
す
ぎ
て
、
そ
れ
は
続
け
ら
れ
な

い
と
僕
は
考
え
て
い
る
。
自
分
が
や
る
と
決
め
た
こ

と
を
信
じ
て
や
っ
て
い
く
。
そ
う
し
な
い
と
、
本
当

の
自
分
に
出
会
え
な
い
」（
趣
意
）
と
。
こ
こ
に
は
、

勝
ち
負
け
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
、
信
じ
る
道
を

今
月
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉

結
果
に
こ
だ
わ
ら
ず

一
歩
ず
つ
登
ろ
う･･･
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《
途
方
も
な
い
課
題
》

堺
の
妙
好
人
・
吉
兵
衛
。
三
十
五
歳
で
、

こ
の
ま
ま
で
は
「
死
ん
で
い
け
ま
せ
ぬ
」
と

い
う
重
い
課
題
を
抱
え
て
、
突
然
家
を
飛
び

出
し
、
身
重
の
妻
の
ぶ
を
お
い
て
、
そ
の
ま

ま
遍
歴
の
旅
に
出
て
し
ま
い
ま
す
。

家
を
飛
び
出
し
た
吉
兵
衛
は
、
思
い
つ
く

ま
ま
に
僧
侶
や
同
行
を
尋
ね
歩
き
ま
し
た
。

大
坂
を
は
じ
め
、
伊
賀
や
伊
勢
ま
で
歩
き

ま
し
た
が
、「
死
ん
で
い
け
ま
せ
ぬ
」
と
い

う
課
題
に
答
え
て
く
れ
る
人
は
な
か
な
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
て
途
方
も
な
い
旅
を
し
て
い
る

間
に
、
近
江
の
松
尾
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
、

教
専
寺
の
住
職
と
逢
い
、
助
言
を
求
め
ま

し
た
が
、
や
は
り
答
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
吉

兵
衛
は
、
ひ
ど
く
落
胆
し
疲
れ
を
覚
え
た
の

で
、
気
分
転
換
に
、
翌
朝
早
く
に
山
に
登
る

と
、
遠
く
に
彦
根
城
が
見
え
ま
し
た
。
そ
の

と
き
初
め
て
、
自
分
は
遙
か
遠
く
ま
で
来
て

い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
よ
う
や
く
妻
の
ぶ
の

元
に
帰
る
こ
と
に
し
た
そ
う
で
す
。

家
に
帰
る
と
、
の
ぶ
が
乳
飲
み
子
を
抱

え
て
、
乳
を
与
え
て
い
ま
し
た
。
吉
兵
衛
は
、

幼
子
が
ど
こ
の
子
供
か
分
か
ら
ず
、

「
ど
こ
の
子
に
乳
を
飲
ま
せ
て
い
る
の
か
」

と
尋
ね
る
と
、
の
ぶ
は
無
表
情
に
、

「
こ
れ
は
う
ち
の
岩
で
す
」

と
答
え
ま
し
た
。
吉
兵
衛
が
遍
歴
の
旅
に

出
て
い
た
間
に
、
の
ぶ
は
一
人
出
産
し
、
子

供
を
育
て
て
い
た
の
で
す
。
今
で
は
決
し
て

許
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、
当
時
は
、
あ
り

う
る
こ
と
で
し
た
。

2020 年 11 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（７）

［第99回］

マ
マ
達

奮
闘
中
！

受
験
を
控
え
、
久
し
ぶ
り

の
イ
ン
フ
ル
予
防
接
種

佳
帆
子

先
日
、
ス
ー
パ
ー
で
若
い
お
母
さ
ん

た
ち
が
、

「
こ
の
子
熱
出
し
ち
ゃ
っ
て
、
三
日
間

も
幼
稚
園
お
休
み
し
ち
ゃ
っ
て
。
も

う
、
地
獄
よ
地
獄･･･

！
」

と
、
お
し
ゃ
べ
り
に
熱
が
入
っ
て
い

る
の
を
耳
に
し
ま
し
た
。

心
の
中
で
、「
あ
ん
な
に
か
わ
い
い

お
子
さ
ん
を
抱
い
て
、
地
獄
だ
な
ん
て

･･･

」
と
思
い
な
が
ら
、
自
分
も
子
育

て
の
最
中
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
っ

て
い
た
な
、
と
ク
ス
ッ
と
笑
え
ま
し
た
。

思
い
出
す
と
、
今
の
コ
ロ
ナ
ほ
ど
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
十
年
前
、

次
男
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
り
、

夜
中
に
救
急
に
走
っ
て
い
っ
た
と
き
も

大
変
で
し
た
。

コ
ロ
ナ
の
中
で
も
、
小
さ
い
子
供
た

ち
は
、
病
気
の
デ
パ
ー
ト
で
、
そ
こ

ら
中
か
ら
病
気
を
仕
入
れ
て
き
ま
す
。

「
子
育
て
ガ
ン
バ
っ
て
～
！
」
と
心
の

中
で
エ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た
。

生
き
た
人
の
安
ら
か
さ
が
あ
り
ま
す
。

◇ 
こ
ぶ
し
を
ゆ
る
め
る
こ
と 

◇

今
で
は
、
最
も
嫌
わ
れ
ま
す
が
、
技
量

の
無
い
人
が
、
人
よ
り
勝
ろ
う
と
す
る
た

め
に
技
術
を
得
る
こ
と
を
戒
め
る
あ
り
方

の
一
つ
に
、
子
弟
制
度
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
後
期
の
刀
匠
、
①

水す
い

心し
ん

子し

正ま
さ

秀ひ
で

の

著
書
『
刀
工
秘
伝
誌
』
に
は
、
秘
伝
を
弟

子
に
安
易
に
伝
え
な
い
理
由
に
つ
い
て
、

「
い
や
し
く
惜
し
ん
で
伝
え
な
い
の
で
は

な
い
。
む
や
み
に
伝
え
て
も
弟
子
の
技
量

が
そ
こ
ま
で
達
し
て
い
な
い
時
に
教
え
た

ら
、
か
え
っ
て
修
業
の
妨
げ
に
な
る
も
の

だ
」（
ネ
ッ
ト
参
照
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
将
棋
の
藤ふ
じ

井い

聡そ
う

太た

さ
ん
の
師
匠

と
し
て
有
名
な
杉す
ぎ

本も
と

昌ま
さ

隆た
か
さ
ん
は
、「
弟

子
を
育
て
よ
う
と
意
識
す
る
よ
り
、
自
分

が
棋
士
と
し
て
一
生
懸
命
取
り
組
む
ほ
う

が
弟
子
も
誇
ら
し
い
だ
ろ
う
し
結
果
的
に

指
導
に
も
な
る
」
と
さ
れ
て
、
自
ら
が
将

棋
に
真
剣
に
取
り
組
む
姿
を
見
せ
て
弟
子

を
育
て
ま
す
。

か
つ
て
、
釈
尊
が
亡
く
な
る
前
、
な
か

な
か
奥
義
を
話
し
て
く
れ
な
い
と
思
っ
た

弟
子
の
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
、

「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
修
行
僧
た
ち
は
私
に

何
を
期
待
す
る
の
で
す
か
。
わ
た
し
は
す

で
に
弟
子
た
ち
に
分
け
隔
て
な
く
教
え
を

説
い
て
お
り
、
何
か
を
弟
子
に
出
し
惜
し

み
す
る
、
教
師
の
握
り
こ
ぶ
し
な
ど
を
し

て
い
な
い
。
悟
っ
た
人
は
、『
私
は
弟
子

や
仲
間
を
導
く
と
か
、
弟
子
や
仲
間
は
私

に
頼
っ
て
い
る
』
な
ど
と
は
思
わ
な
い
の

だ
。」（『
②

大
パ
リ
ニ
バ
ー
ナ
経
』）

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

先
ん
じ
て
向
上
に
努
め
た
人
は
、
勝
ち

負
け
に
こ
だ
わ
っ
て
こ
ぶ
し
を
握
り
し
め

る
の
で
は
な
く
、
こ
ぶ
し
を
ゆ
る
め
努
力

を
重
ね
る
こ
と
を
す
す
め
ま
す
。

①
【
水
心
子
正
秀
】

江
戸
時
代
の
日
本
の
刀
工
。
江
戸
時
代
末

期
に
鍛
刀
し
た
。
本
名
・
川
部
儀
八
郎
。

鍛
刀
の
ほ
か
理
論
書
の
著
述
や
復
古
論
、

実
用
論
を
提
唱
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
。
寛
政
年
間
頃
か
ら
後
に
作
ら
れ
た
刀
、

「
新
々
刀
」
の
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
。
江

戸
時
代
、
世
の
太
平
に
慣
れ
、
刀
も
弱
い

作
り
に
な
っ
て
い
た
の
に
反
発
し
、
南
北

朝
～
室
町
初
期
頃
の
古
刀
を
理
想
像
と
し

て
そ
の
再
現
を
め
ざ
し
た
。

②
【
大
パ
リ
ニ
バ
ー
ナ
経
】

別
名
、『
大だ

い

般は
つ

涅ね

槃は
ん

経ぎ
ょ
う』（

パ
ー
リ
語
は
マ

ハ
ー
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
・
ス
ッ
タ
（
ン
タ
））

と
は
、
パ
ー
リ
仏
典
経

き
ょ
う

蔵ぞ
う

長
ち
ょ
う

部ぶ

の
中
に

第
十
六
経
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
上

じ
ょ
う

座ざ

部ぶ

（
南
伝
）
仏
教
の
経
典
の
ひ
と
つ
。

八
十
歳
の
釈
尊
が
、
王お

う

舎し
ゃ

城じ
ょ
うに
あ
る
霊

り
ょ
う

鷲じ
ゅ

山せ
ん

か
ら
人
生
最
後
の
旅
に
出
発
し
、
マ
ッ

ラ
国
の
ク
シ
ナ
ー
ラ
ー
に
て
入

に
ゅ
う

滅め
つ

す
る
ま

で
の
お
言
葉
や
そ
の
後
の
火
葬
・
遺
骨
分

配
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

《
第
七
回
　
無
義
を
も
っ
て
義
と
す
》

歎
異
抄
第
十
条
に
は
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
っ
て
義
と
す
。」

と
い
う
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
無
義
」
と

は
、
我
々
の
よ
う
な
念
仏
を
称
え
る
も
の
の
は
か
ら
い
が
無
い

こ
と
。
後
半
の
「
義
」
と
は
本
義
の
こ
と
を
意
味
す
る
そ
う
で
す
。

念
仏
に
願
い
事
や
あ
れ
や
こ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い

と
い
う
自
分
の
「
は
か
ら
い
」
を
込
め
る
こ
と
な
く
、
何
も
い

わ
な
い
で
、
こ
こ
で
南
無
阿
弥
陀
仏
と
襟
を
正
し
て
い
た
だ
く

の
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



◆
バ
ー
ド
キ
ラ
ー
効
果
あ
り
―
先
月
、

水
舎
に
導
入
し
た
防
鳥
用
の
装
置
・

バ
ー
ド
キ
ラ
ー
。
設
置
後
、
水
舎
に

飛
来
す
る
烏
の
姿
は
な
く
、
大
声
で

鳴
き
な
が
ら
飛
ぶ
烏
を
見
て
効
果
を

実
感
。
情
報
提
供
者
の
市
場
上
組
・

小
林
万
里
子
さ
ん
に
感
謝
。

◆
教
如
上
人
寿
像
修
復
完
了
―
本
年

報
恩
講
を
前
に
、
順
慶
寺
最
古
の
宝

物
の
一
つ
で
あ
る
、
教
如
上
人
寿
像

の
修
復
作
業
（
若
林
仏
具
店
に
よ
る
）

が
完
了
。
十
月
二
十
九
日
、
レ
プ
リ

カ
と
と
も
に
順
慶
寺
に
納
品
さ
れ
る
。

◆
本
堂
の
同
時
配
信
準
備
完
了
ー

報
恩
講
に
向
け
て
、
庫
裏
や
玄
関
に
本

堂
の
模
様
を
ラ
イ
ブ
配
信
す
る
用
意
が

整
っ
た
。
こ
れ
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と

寺
院
内
の
同
時
配
信
が
可
能
と
な
っ
た
。

十
月
に
法
務
が
重
な
っ
て
ど
う
し
て

も
枕
経
に
趣
く
こ
と
が
で
き
ず
、
若
院

に
代
行
を
頼
み
ま
し
た
。
初
め
て
の
経

験
で
、
枕
経
か
ら
帰
っ
て
ぐ
っ
た
り
し

て
い
た
若
院
を
見
て
、
自
分
が
初
め
て

枕
経
に
出
向
い
た
と
き
、
何
も
話
で
き

ず
、
た
だ
た
だ
も
じ
も
じ
し
て
い
た
こ

と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
人
の
往
生
の

重
み
を
全
身
で
受
け
と
め
た
こ
と
は
良

か
っ
た
と
思
い
ま
す
（
住
）。

･･･････････････････････････

十
月
に
な
っ
て
急
に
冷
え
て
き
た
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
よ

う
な
上
着
を
着
ず
に
通
学
し
た
ら
教
室

で
凍
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

妹
の
受
験
も
控
え
て
お
り
、
自
分
も

よ
り
一
層
体
調
に
気
を
使
わ
な
い
と
な

と
思
う
日
々
で
す
（
若
）。

【3】　　　　2020 年 10 月 28 日発行

さ
る
十
月
十
四
日
、
毎
年
豊
明
市
翠
保
造
園
さ
ん
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
、
境
内
の

庭
木
剪
定
に
あ
わ
せ
、
茂
り
す
ぎ
た
樫
の
木
の
剪
定
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

順
慶
寺
境
内
に
は
、
五
本
の
刈
谷
市
指

定
の
保
護
樹
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

一
番
古
い
も
の
が
、
墓
地
前
に
あ
る
樫
の

木
。
雷
に
打
た
れ
、
二
つ
に
割
れ
た
と
こ

ろ
に
、
新
た
に
一
本
が
蘖
ひ
こ
ば
えし

て
、
直
径

二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
木
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。

以
前
か
ら
、蘖
す
る
前
に
あ
っ
た
幹
が
、

皮
だ
け
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
沢
山

の
枝
や
葉
っ
ぱ
が
茂
っ
て
、
倒
木
の
危
険

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
順
慶
寺
境
内
は
、
小
学
校
の
通

学
班
の
集
合
場
所
に
な
っ
て
お
り
、
樫
の

木
は
ブ
ラ
ン
コ
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
順
慶
寺
に
は
危
険
性
を
危
惧
す
る

声
も
届
い
て
い
ま
し
た
。

昨
今
、
大
き
く
茂
っ
た
樹
木
の
上
部
に

大
き
く
茂
っ
た
樫
の
木
を
剪
定

秋
の
落
葉
シ
ー
ズ
ン
を
前
に

は
、
烏
が
巣
を
作
っ
て
お
り
、
こ
の
と
こ

ろ
頻
発
し
て
い
る
烏
被
害
を
誘
発
す
る
原

因
と
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
順
慶
寺
総
代
会
で
協
議
し

た
結
果
、古
い
皮
だ
け
の
部
分
は
伐
採
し
、

蘖
し
た
部
分
だ
け
に
し
、
残
っ
た
部
分
も

大
き
く
剪
定
す
る
こ
と
と
し
、本
年
九
月
、

順
慶
寺
護
寺
会
員
で
、
順
慶
寺
境
内
の
造

園
作
業
を
お
願
い
し
て
い
る
、
豊
明
市
・

翠
保
造
園
の
志
水
利
雄
さ
ん
に
剪
定
作
業

を
依
頼
し
ま
し
た
。

さ
る
、
十
月
十
四
日
、
翠
保
造
園
さ
ん

が
例
年
の
境
内
剪
定
作
業
に
来
ら
れ
た

際
、
樫
の
木
の
剪
定
を
し
て
い
た
だ
き
、

大
き
さ
を
お
よ
そ
三
分
の
一
ま
で
切
り
落

と
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

釋
賢
誠

10
月
１
日
寂 

桐
木
賢
二（
74
）

一
ツ
木
町 

桐
木
み
え
子
様
の
夫

実
相
院
釋
清
卓

10
月
８
日
寂 

池
田
卓
夫（
65
）

安
城
市 

池
田
洋
子
様
の
夫

見
性
院
釋
釦
益

10
月
４
日
寂 

加
藤
釦
司（
88
）

大
久
屋
前
川
組 

加
藤
成
仁
様
の
父

10
月
度
護
寺
会
物
故
者

釋
馨
公

10
月
６
日
寂 

加
藤
公
洋（
91
）

知
立
市 

加
藤
英
美
子
様
の
夫

釋
照
念

10
月
14
日
寂 

邊
田
照
雄（
76
）

今
川
町 

邊
田
ま
り
子
様
の
兄

令
和
二
年
年
七
月
一
日
、
二
十
四
年

に
わ
た
り
門
首
の
任
に
あ
っ
た
大
谷
暢

顯
氏
が
門
首
を
退
任
さ
れ
、
従
弟
に
あ

た
る
大
谷
暢
裕
氏
が
、
真
宗
大
谷
派
第

二
十
六
代
門
首
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

本
年
御
正
忌
報
恩
講
を
前
に
、
令
和
二

年
十
一
月
二
十
日
午
前
十
時
よ
り
、
東

本
願
寺
に
て
門
首
継
承
式
が
行
わ
れ
ま

す
。

大
谷
暢
裕
門
首
は
、京
都
市
生
ま
れ
。

一
歳
の
と
き
に
南
米
開
教
使
だ
っ
た
父

親
（
暢
慶
氏
）
と
ブ
ラ
ジ
ル
に
渡
ら
れ

ま
し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
国
籍
で
、
サ
ン
パ

ウ
ロ
大
学
で
物
理
学
を
研
究
し
、
博
士

号
を
取
得
。
専
門
は
ロ
ケ
ッ
ト
に
使
う

炭
素
素
材
な
ど
。四
十
歳
で
得
度
さ
れ
、

平
成
二
十
六
年
に
日
本
に
戻
ら
れ
て
か

ら
、
次
期
門
主
に
な
る
準
備
を
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。

な
お
、
式
典
へ
の
参
加
は
締
め
切
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
ラ
イ
ブ
中
継
も
予
定
し
て
お
り
ま
す
。。

剪定前の樫の木（左）、剪定後の樫の木（右、ともに岡川経康氏撮影）

釋
慈
守

10
月
26
日
寂 

岡
本
守
久（
74
）

市
場
上
組 

岡
本
浩
孝
様
の
父

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

門
主
継
承
式
開
催

真
宗
大
谷
派
第
二
十
六
代
暢
裕
門
主



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

10 火
11 水  花立て、大掃除、おみがき（8：30、順慶寺）
12 木 木 -2
13 金
14 土  当山報恩講初日（午前のみ）

15 日  当山報恩講二日目（午前のみ）

16 月  
17 火
18 水
19 木 木 -3
20 金
21 土
22 日
23 月  
24 火
25 水  
26 木 木 -4
27 金
28 土  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺にて内勤め）
29 日  　
30 月
12/1 火

↓　
新型コロナウイルスのため、法
要行事を除く、本年の例会等は
休会となっています。
ただし、各地のお取越は、順次
実施していきます。

●
当
山
報
恩
講
の
準
備
に
つ
い
て

本
年
度
の
報
恩
講
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
対
策
に
よ
り
、
準
備
も
制
限
し

て
行
い
ま
す
。
11
月
11
日
午
前
８

時
半
よ
り
、
お
花
立
て
、
大
掃
除
、

お
み
が
き
を
箇
所
を
限
定
し
て
実

施
し
ま
す
。
お
手
伝
い
の
出
来
る

方
は
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

●
本
山
・
御
正
忌
報
恩
講
に
つ
い
て

本
年
、
本
山
報
恩
講
は
、
例
年
通
り
、

11
月
21
日
よ
り
28
日
ま
で
ラ
イ
ブ

放
送
も
含
め
実
施
さ
れ
ま
す
。
そ

の
際
、
以
下
の
留
意
が
あ
り
ま
す
。

❶
11
月
21
日
の
音
楽
法
要
は
中
止
。

❷
集
会
か
ら
法
要
終
了
ま
で
、
最

大
１
時
間
半
を
目
途
と
す
る
。

❸
参
拝
席
は
椅
子
席
と
し
、
十
分

な
間
隔
を
持
っ
て
着
座
。
御
影
堂

五
百
席
。
阿
弥
陀
堂
二
百
席
。

❹
境
内
の
テ
ン
ト
設
置
は
受
付
等

最
低
限
の
も
の
の
み
と
し
、
各
種

展
示
テ
ン
ト
等
は
設
置
し
な
い
。

●
組
お
取
越
本
年
も
実
施
し
ま
す

本
年
も
組
の
お
取
越
は
、
12
月
よ

り
例
年
通
り
順
次
実
施
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@

junkyoji.com

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

11 月の主な行事予定
2020 年 11 月号　　　　【4】

おしらせ
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

十
一
月
に
な
る
と
、
日
の
暮
れ
が
早

く
な
る
し
、
朝
晩
が
寒
く
な
っ
て
き
ま

す
。
だ
ん
だ
ん
、
秋
が
深
ま
っ
て
き
た
よ

う
で
す
。

皆
さ
ん
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防

接
種
を
受
け
ま
し
た
か
。
今
年
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
予
防
接
種
を

受
け
た
方
が
い
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
か
、
ど
こ
の
病
院
も
予
約
で

い
っ
ぱ
い
の
よ
う
で
す
。

昔
か
ら
、
風
邪
に
は
、
美
味
し
い
も
の

を
食
べ
て
寝
る
こ
と
が
一
番
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
ね
。
栄
養
を
と
っ
て
体
を
休
め
る

と
、
免
疫
力
が
あ
が
る
の
で
、
八
時
間
く

ら
い
は
寝
る
と
い
い
そ
う
で
す
。
八
時
間

11
月
行
事
内
容 

詳
細

と
い
う
と
、
夜
十
時
に
は
寝
て
、
朝
六
時

く
ら
い
に
起
き
る
の
が
い
い
の
で
し
ょ
う

か
。
私
に
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
。
規

則
正
し
く
生
活
を
す
る
よ
う
に
、
修
行
僧

を
見
習
う
と
い
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

知
ら
ぬ
町
に
て

知
ら
ぬ
町
に
て

風
邪
ぐ
す
り
買
ふ
　
店
探
す

風
邪
ぐ
す
り
買
ふ
　
店
探
す

安
住
　
敦

安
住
　
敦

当
山
報
恩
講

11
月
14
日（
土
）・
15
日（
日
）

	

と
も
に
午
前
10
時
～
正
午
　
順
慶
寺

本
年
も
順
慶
寺
最
大
の
法
要
で
あ
る
、

報
恩
講
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

本
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対

す
る
対
策
と
し
て
、
報
恩
講
の
日
程
を

二
日
間
と
し
、
左
記
の
よ
う
に
二
日
と

も
午
前
中
の
法
要
と
す
る
予
定
で
す
。

基
本
的
に
、
初
日
を
今
川
地
区
・
三
河

地
域
の
皆
様
の
ご
案
内
と
し
、
二
日
目

を
泉
田
地
区
・
尾
張
地
区
の
ご
案
内
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
堂
の
模
様
を
庫
裏
と
玄
関
に
ラ
イ
ブ

中
継
し
、
間
隔
を
設
け
席
を
作
り
ま
す

の
で
、
人
数
制
限
を
し
な
い
予
定
で
す
。

記

当
山
報
恩
講
日
程

11
月
14
日（
土
） 

 
10
時
～  

お
勤
め

 
10
時
45
分
～ 

法
話
（
正
午
終
了
）

 
 

 
講
師
：
市
野
智
行
氏

 

ご
案
内
：
今
川
地
区
・
三
河
地
域
他

　
（
お
斎
は
助
六
寿
司
を
持
ち
帰
り
）

11
月
15
日（
日
） 

 

10
時
～  

お
勤
め

 

10
時
45
分
～ 

法
話
（
正
午
終
了
）

 
 

 

講
師
：
宇
治
谷
顕
氏

 

ご
案
内
：
泉
田
地
区
・
尾
張
地
域
他

　
（
お
斎
は
助
六
寿
司
を
持
ち
帰
り
）


