
欲
を
離
さ
な
い
者
は

　
　
施
し
を
喜
ぶ
こ
と
が
な
い

祠堂法要に際して久しぶりに満たされた水舎の水（９月１２日、順慶寺境内　祠堂法要にて）

【1】　　　　2020 年 9月 28 日発行

◆◇ 満たされた水舎 ◇◆
コロナ感染症のため、 ヒシャクを使うこと、 水舎に立ち寄ることを懸念して水舎の井戸水は給水

停止となっている。 盆中に一時水を出し、 その後満水としたのは祠堂法要とお彼岸のひととき。

水舎の水が入ると、 寺に詣るほとんどの参詣者はここに立ち寄る。

◇ 

も
の
惜
し
み
は
苦
し
み
に
繋
が
る 

◇

今
月
の
言
葉
も
、
釈
尊
の
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
か
ら

の
引
用
で
す
。

「
も
の
惜
し
み
を
す
る
人
は

神
々
の
世
界
に
お
も
む
け
な
い
。

じ
つ
に
、
愚
か
者
は
施
し
を
賛た
た

え
な
い
。

賢
者
は
喜
ん
で
施
し
を
行
い

来
世
に
は
幸
せ
に
な
る
。」（
一
七
七
偈
）

日
本
で
は
、
古
来
よ
り
、
も
の
惜
し
み
を
、
そ
の

度
合
い
に
よ
っ
て
、「
倹け
ん

約や
く
」
と
「
吝り
ん

嗇し
ょ
く」
と
い
う

言
葉
で
使
い
分
け
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
欲
が
絡

ん
だ
も
の
惜
し
み
を
、「
慳け
ん

貪ど
ん

」
と
も
言
い
ま
す
。

辛
い
生
活
の
中
で
、
苦
し
い
毎
日
を
送
る
と
、
少
し

で
も
質
素
な
生
活
を
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
音
。
今
日

生
き
る
の
が
精
一
杯
の
中
で
は
、
贅
沢
は
な
か
な
か
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。「
倹
約
」
は
、
無
駄
な
出
費
を
抑
え

る
と
い
う
意
味
で
、
悪
い
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

倹
約
の
度
合
い
が
進
む
と
、
世
間
か
ら
は
ケ
チ
と
呼

ば
れ
ま
す
。
ケ
チ
を
表
す
漢
字
は
、
吝
と
か
嗇
で
、
ど

ち
ら
の
も
の
惜
し
み
を
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
二

つ
重
ね
る
「
吝
嗇
」
は
ど
ケ
チ
と
い
う
意
味
と
な
り
ま

す
。
仏
教
で
使
う
「
慳
貪
」
は
、
も
の
惜
し
み
を
し
て

欲
張
り
な
こ
と
を
言
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
よ
り
は
欲
が

全
面
に
出
て
い
な
い
分
、
ま
だ
健
全
だ
と
も
言
え
ま
す
。

昨
今
、
コ
ロ
ナ
で
日
々
の
生
活
が
大
変
な
中
、
私

た
ち
の
生
活
は
、「
倹
約
」「
吝
嗇
」「
慳
貪
」
の
ど

れ
か
に
該
当
し
そ
う
で
す
が
、
釈
尊
の
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
日
々
賢
明
な
生
活
を
し
て
、
施
し
を
喜
ぶ
こ

と
だ
け
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

◇ 

施
し
は
幸
せ
を
産
む 

◇

『
正
信
偈
』
に
出
て
く
る
、
曇ど
ん

鸞ら
ん

大だ
い

師し

を
菩
薩
と
崇

め
た
の
は
、
①

梁り
ょ
うの

天
子
・
武ぶ

帝て
い

。
武
帝
は
、
中
国

今
月
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉

印刷・発行　順慶寺
2020年（令和２年）

10月号
VOL.324

NO.19若院のテーマカット若院のテーマカット



《
死
ん
で
行
け
ま
せ
ぬ
》

堺
の
妙
好
人
・
吉
兵
衛
。
晩
年
、
妻
の

ぶ
を
一
人
看
取
っ
て
、
慶
び
満
ち
た
境
地
を

頂
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、の
ぶ
が
亡
く
な
っ

た
こ
と
は
辛
く
悲
し
い
こ
と
で
し
た
が
、
そ

れ
以
上
に
、
お
浄
土
に
趣
く
人
を
見
取
れ
た

と
い
う
慶
び
が
勝
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い

う
気
持
ち
に
な
っ
た
の
は
、
若
い
頃
か
ら
の

聞
法
の
お
か
げ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

吉
兵
衛
が
の
ぶ
と
結
婚
し
、の
ぶ
が
長
男
・

岩
を
お
腹
に
宿
し
た
こ
ろ
、
三
十
五
歳
の
中

年
に
な
っ
た
吉
兵
衛
に
は
、
切
迫
し
た
問
題

が
お
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
家
庭

的
に
も
、
世
間
的
に
も
何
も
問
題
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
二
十
五
歳
く
ら
い
か
ら
聞

法
を
続
け
て
以
来
、
最
も
大
き
な
聞
法
の

課
題
が
お
き
て
き
た
た
め
で
す
。

吉
兵
衛
の
『
言
行
録
』
に
は
、

「
お
互
い
に
こ
う
し
て
坐
っ
て
い
る
間
も
、

毎
日
命
は
向
こ
う
へ
向
こ
う
へ
と
移
っ
て
い

る
。
蓮
如
様
の
御ご

文ぶ
ん

章し
ょ
う（
御お

文ふ
み
）
に
平へ
い

生ぜ
い

業ご
う

成じ
ょ
うと

仰お
お

せ
ら
れ
て
い
る
。
平
生
業
成
と

い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
て
い
る
間
の
こ
と
ヤ
。

こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
往
生
の
済
ん
だ
人

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
落お
さ
ま
り着

が
ど
う
な

る
か
、
ど
う
仕し

舞ま

い
が
つ
く
か
、
行
っ
て
見

ん
と
知
れ
ぬ
と
い
う
の
は
疑
い
の
心
ヤ
。（
中

略
）
御
和
讃
、
御
文
章
に
逢
わ
せ
て
い
た
だ

く
と
、
こ
ん
な
者
の
助
か
る
こ
と
が
チ
ン
と

書
い
て
あ
る
。
そ
れ
に
逢
い
な
が
ら
死
ん
で
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い
け
ま
せ
ぬ

9

9

9

9

9

」

吉
兵
衛
は
、
栽
培
し
て
い
た
綿
の
取
り
入

れ
も
せ
ず
、
門
口
を
出
て
行
き
ま
し
た
。

2020 年 10 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（６）

［第98回］

株
分
け

秋
風
が
吹
き
、
大
学
受
験

も
最
後
の
追
い
込
み

佳
帆
子

今
年
も
お
彼
岸
を
迎
え
、
夏
の
暑

さ
を
乗
り
越
え
て
、
い
つ
も
通
り
彼

岸
花
が
綺
麗
な
花
を
咲
か
せ
て
い
ま

す
。
境
内
の
お
墓
に
も
、
参
詣
の
方

が
素
敵
な
彼
岸
花
を
お
供
え
さ
れ
て
、

華
や
か
で
す
。

あ
る
方
が
、

「
彼
岸
花
も
、
土
の
中
で
株
が
大
き

く
な
り
混
ん
で
く
る
か
ら
、
た
ま
に
は

掘
り
起
こ
し
て
株
分
け
し
な
い
と
ね
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

「
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
は
」
と
苦
笑

し
な
が
ら
も
、
ふ
と
思
っ
た
の
は
、
子

供
た
ち
が
帰
宅
し
、
家
族
が
揃
っ
た
と

き
の
リ
ビ
ン
グ
の
狭
さ
。
大
き
く
な
っ

た
子
供
た
ち
で
ギ
ュ
ー
ギ
ュ
ー
に
な
り
、

ま
さ
に
詰
ま
っ
た
株
の
有
様
で
す
。

長
男
は
仏
教
の
道
へ
進
み
、
次
男

も
大
学
卒
業
、
長
女
は
大
学
進
学
。

子
供
た
ち
も
、
そ
ろ
そ
ろ
株
分
け
の

時
が
近
づ
い
て
い
る
の
か
な
ぁ
、
と
寂

し
さ
を
感
じ
る
こ
の
ご
ろ
で
す
。

が
南
北
に
分
か
れ
て
い
た
時
代
の
南
側
の

梁
と
い
う
国
の
初
代
皇
帝
。
も
と
も
と
道

教
を
信
じ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
仏
教

の
教
え
に
導
か
れ
、
熱
心
な
信
者
と
な
り
、

国
に
多
く
の
仏
教
寺
院
を
建
て
、
数
百
万

の
僧
侶
を
供
養
し
ま
し
た
。
ま
た
、
自
ら

も
受
戒
を
受
け
て
、
法
衣
を
ま
と
い
、
経

典
を
講
じ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

丁
度
同
じ
時
期
に
活
躍
し
た
の
は
、
南

イ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
き
た
中
国
禅
宗
の
祖

師
・
②

達だ
る

磨ま

大た
い

師し

。
達
磨
大
師
も
南
イ
ン

ド
国
王
の
第
三
皇
子
と
さ
れ
る
身
分
の
高

い
僧
侶
で
し
た
。

普
通
元
年
（
五
二
〇
）、
達
磨
大
師
は
、

は
る
ば
る
海
を
渡
っ
て
中
国
へ
布
教
に
来
ま

し
た
。
と
き
に
武
帝
は
、
天
竺
か
ら
や
っ
て

き
た
高
僧
・
達
磨
大
師
に
質
問
を
し
ま
す
。

武
帝
「
朕ち
ん
、
即
位
し
て
已い

来ら
い
、
寺
を
造
り
、

経
を
写
し
、
僧
（
僧さ
ん

伽が

）
を
供
養

す
る
こ
と
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な

功
徳
が
有
る
か
」

達
磨
「
特
別
に
功
徳
は
あ
り
ま
せ
ん
」

武
帝
「
ど
う
し
て
功
徳
が
な
い
の
か
」

達
磨
「
影
が
形
に
随
し
た
がう
よ
う
に
、
有
る
と

い
っ
て
も
実
の
も
の
で
は
な
い
」

さ
ら
に
、
問
答
は
続
き
ま
す
が
、
こ
う

し
た
達
磨
大
師
の
無
愛
想
な
返
答
に
、
武

帝
は
納
得
せ
ず
、
つ
い
に
感
謝
の
意
を
示

さ
な
か
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

達
磨
大
師
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
見
返

り
を
求
め
て
（
欲
を
抱
い
て
）
施
し
を
し
て

も
、
人
か
ら
注
目
さ
れ
た
り
、
褒
め
ら
れ
た

り
し
な
け
れ
ば
、
怒
り
を
抱
き
苦
し
み
を
深

め
て
し
ま
う
。
報
い
や
功
徳
が
あ
る
か
ら
施

し
を
す
る
の
で
は
な
く
、
影
が
形
に
随
う
よ

う
に
、
施
し
を
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
自
ら

を
幸
せ
に
す
る
の
だ
と
。

仏
教
が
い
う
、
布
施
の
心
は
、
施
し
の

で
き
る
身
を
喜
ぶ
こ
と
を
い
い
ま
す
。

①
【
梁
の
武
帝
】

南
朝
梁
の
初
代
皇
帝
（
在
位
五
〇
二
～

五
四
九
）
名
は
蕭

し
ょ
う

衍え
ん

。
斉
の
和
帝
の
禅ぜ

ん

譲
じ
ょ
う 

に
よ
っ
て
即
位
。
官
制
の
制
定
、
人
材
登

用
に
つ
と
め
、
流
民
対
策
と
し
て
土
断 

法
（
＝
移
住
者
に
対
し
て
も
現
住
地
で
戸

籍
を
編
成
し
編
入
さ
せ
る
法
）
を
実
施
し
、

南
朝
文
化
最
盛
期
を
現
出
し
た
。
後
半
に

は
仏
教
に
心
酔
す
る
あ
ま
り
、
夥
し
い
寺

院
を
建
立
し
、
財
政
を
圧
迫
し
、
官
紀
も

乱
れ
侯
景
の
乱
で
監
禁
さ
れ
て
死
ん
だ
。

②
【
達
磨
大
師
】

西
域
南
天
竺
国
に
お
い
て
国
王
の
第
三
王

子
と
し
て
生
ま
れ
、
中
国
で
活
躍
し
た
禅

僧
。
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
前
半
の
人

で
、
中
国
に
お
い
て
は
、
南
北
朝
の
宋
の

時
代
に
宋
境
の
南
越
に
到
来
。
梁
の
武
帝

と
謁
見
し
た
後
、
有
名
な
問
答
を
展
開
。

そ
の
後
、
梁
を
去
り
、
北
魏
に
移
り
、
洛

陽
郊
外
の
嵩
山
少
林
寺
に
て
、
壁
に
向
か
っ

て
九
年
坐
禅
を
続
け
た
と
さ
れ
る
。
中
国

禅
宗
の
祖
で
あ
る
。

《
第
六
回
　
疫え

き
癘れ

い
の
御
文
》

先
日
修
練
と
い
う
本
山
で
の
研
修
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で

は
講
義
や
座
談
、声
明
の
練
習
を
す
る
の
で
す
が
、そ
こ
で
疫
癘
（
四

帖
目
第
九
通
）
と
い
う
御
文
を
読
み
ま
し
た
。
流
行
病
で
死
者
が

出
る
中
、
蓮
如
上
人
が
書
か
れ
た
御
文
だ
そ
う
で
す
。

コ
ロ
ナ
と
い
う
流
行
病
に
右
往
左
往
す
る
昨
今
で
す
が
、
時
代

は
違
え
ど
人
々
の
悩
む
と
こ
ろ
は
変
わ
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

折
角
こ
の
時
期
に
疫
癘
の
御
文
を
読
む
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
、
そ
の
教
え
を
改
め
て
尋
ね
て
い
き
た
い
で
す
。



◆
祠
堂
法
要
に
立
焼
香
卓
を
導
入
―

前
住
職
の
葬
儀
以
来
、
本
堂
で
の
大

行
事
で
は
、
立
っ
て
焼
香
で
き
る
形

に
と
の
要
望
が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
祠

堂
法
要
を
前
に
、
立
焼
香
卓
を
一
台

を
加
え
、
二
台
と
し
た
。

◆
教
如
上
人
寿
像
修
復
開
始
―
八
月

よ
り
京
都
・
若
林
仏
具
製
作
所
に
よ

り
、
順
慶
寺
の
重
要
宝
物
の
一
つ
、

教
如
上
人
寿
像
の
御
修
復
を
開
始
。

今
回
の
修
復
は
、
護
寺
会
か
ら
完
全

な
形
で
の
修
復
を
要
求
し
た
。

◆
樫
の
木
の
一
部
を
手
入
れ
ー
境
内

墓
地
前
の
樫
の
木
が
徒
長
し
た
た
め
、

一
部
手
入
れ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

お
彼
岸
を
過
ぎ
て
、
よ
う
や
く
過
ご

し
や
す
い
日
が
続
き
、
気
力
も
体
力
も

充
実
し
て
来
て
い
る
の
に
、
寺
の
行
事

は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、
公
開
講
座
や
親

睦
旅
行
、
お
食
事
会
な
ど
す
べ
て
自
粛
。

大
法
要
の
な
い
十
月
に
、
活
動
を
自
粛

す
る
こ
と
の
つ
ら
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感

じ
て
い
ま
す
（
住
）。

･･･････････････････････････

九
月
第
二
週
か
ら
大
学
が
後
期
の
授

業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
対
面
で
の
講

義
で
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
が
、
ま
た

ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
再
び
オ
ン
ラ
イ
ン

講
義
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
心
配
し
て
い
ま
す
。（
若
）。

【3】　　　　2020 年 9月 28 日発行

先
月
号
に
て
、
烏
で
困
っ
て
い
る
と
い
う

記
事
を
掲
載
し
た
と
こ
ろ
、
早
速
、
市
場
上

組
の
小
林
万
里
子
さ
ん
か
ら
、
い
い
も
の
が

あ
る
と
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
林
さ
ん
か
ら
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
農

業
用
と
し
て
使
う
こ
と
が
あ
る
、
バ
ー
ド
キ

ラ
ー
と
い
う
磁
気
応
用
鳥
類
追
い
払
い
装

置
。
こ
の
装
置
は
、
磁
気
の
力
で
、
鳥
類
の

方
向
感
覚
を
失
わ
せ
、
飛
来
を
防
止
す
る

も
の
。
早
速
、
購
入
し
水
舎
に
設
置
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
結
果
は
如
何
に
。

七
月
に
テ
レ
ビ
の
報
道
に
て
、
山
梨
県
の

小
学
校
で
、
水
道
の
蛇
口
を
レ
バ
ー
式
の
ハ
ン

ド
ル
に
交
換
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
放
映
さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
作
業
は
、
回
転
式
の
ハ
ン
ド
ル
か
ら

ひ
じ
や
手
の
甲
で
扱

え
る
レ
バ
ー
式
の
ハ

ン
ド
ル
に
交
換
す
る

こ
と
で
、
感
染
リ
ス

ク
を
減
ら
そ
う
と
す

る
も
の
。
順
慶
寺
の

墓
地
で
も
八
月
に
早

速
採
用
し
ま
し
た
。

さ
る
九
月
十
二
日
、
順
慶
寺
に
て
祠
堂
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
感

染
症
の
影
響
が
心
配
さ
れ
る
中
、
感
染
症
対
策
を
し
て
法
要
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

八
月
の
酷
暑
が
終
わ
り
、
よ
う
や
く
秋

風
を
感
じ
始
め
た
九
月
。
あ
い
に
く
の
小

雨
の
混
じ
る
中
、
例
年
の
よ
う
に
、
祠
堂

法
要
・
倶
会
一
処
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
事
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
の
た
め
に
自
粛
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
が
、
祠
堂
法
要
は
、
毎
年
九
月
に

永
代
経
を
上
げ
る
こ
と
を
、
上
納
者
と
約

束
し
て
い
る
た
め
に
、
万
全
の
感
染
症
対

策
を
し
て
、
法
要
を
勤
め
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

具
体
的
に
感
染
症
対
策
と
し
て
と
ら
れ

た
の
が
、

①
本
堂
に
入
堂
さ
れ
る
方
を
五
十
名
ま
で

に
と
ど
め
、
庫
裏
と
玄
関
を
参
詣
者
の

控
え
室
と
す
る

②
法
要
は
、
午
前
と
午
後
の
お
勤
め
の
み

と
し
、
法
話
は
自
粛
す
る

③
お
斎
は
中
止
し
、
参
詣
者
全
員
に
助
六

寿
司
を
配
布
す
る

④
参
詣
者
に
マ
ス
ク
の
着
用
、
ア
ル
コ
ー

ル
の
手
洗
い
を
お
願
い
す
る

⑤
受
付
と
役
員
控
え
室
に
、
ア
ク
リ
ル
板

を
設
置
し
、
濃
厚
接
触
を
避
け
る

万
全
の
感
染
対
策
で
厳
修

コ
ロ
ナ
禍
中
の
祠
堂
法
要

の
五
点
で
し
た
。

前
日
よ
り
、
一
部
の
総
代
が
、
受
付
と

雨
除
け
の
た
め
に
テ
ン
ト
を
設
営
し
、
当

日
に
備
え
ま
し
た
。

　
祠
堂
法
要
と
倶
会
一
処
式
を
兼
修

法
要
は
、
午
前
中
を
今
川
地
区
と
三
河

地
区
の
皆
さ
ん
を
中
心
と
し
た
お
勤
め
、

午
後
を
泉
田
地
区
と
尾
張
地
区
を
中
心
と

し
た
お
勤
め
と
し
ま
し
た
。

基
本
的
に
、
三
十
分
刻
み
で
、
本
堂
の

入
れ
替
え
を
す
る
予
定
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
午
前
中
よ
り
倶
会
一
処
の
お
骨
納
め

に
来
ら
れ
た
方
も
あ
り
、
随
時
時
間
を
延

ば
し
て
対
応
を
し
ま
し
た
。

参
詣
者
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
心

配
し
て
か
、受
付
の
み
で
帰
ら
れ
る
方
や
、

他
の
参
詣
者
に
御
香
資
を
あ
つ
ら
え
る
方

も
あ
り
、例
年
よ
り
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
本
堂
で
の
お
勤
め
は
、
午
前
中

二
回
、
午
後
二
回
で
ほ
ぼ
全
員
の
方
に
ご

縁
を
も
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
大

き
な
混
乱
も
な
く
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

来
た
る
十
一
月
の
報
恩
講
で
は
、
今
回

の
経
験
を
踏
ま
え
、
法
話
を
し
て
い
た
だ

け
る
法
縁
と
な
る
よ
う
に
、
役
員
一
同
配

慮
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

↑
倶
会
一
処
の
お
骨
の
受
け
取
り

　
　
　
　
↑
感
染
対
策
の
ア
ル
コ
ー
ル
手
洗
い

　
　
　
↑
ア
ク
リ
ル
板
設
置

（
撮
影
：
岡
川
経
康
氏
）　

　

水舎に吊り下げられた
バードキラー 取り替えられた境内墓地横の水栓

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

バ
ー
ド
キ
ラ
ー
設
置

 

水
舎
に
来
襲
す
る
烏
対
策

御礼

蛇
口
の
ハ
ン
ド
ル
交
換

 

境
内
墓
地
の
コ
ロ
ナ
対
策



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

10 土
11 日
12 月
13 火
14 水
15 木 木 -3

16 金  
17 土
18 日
19 月
20 火
21 水
22 木 木 -4
23 金  
24 土
25 日  
26 月
27 火
28 水  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺にて内勤め）
29 木  　
30 金
31 土  報恩講事前連絡会（19：00、順慶寺）

↓　
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。

例
年
十
月
に
実
施
さ
れ
て
い
る
公
開
講

座
、
む
つ
み
会
の
お
食
事
会
な
ど
、
十
月

の
順
慶
寺
に
お
け
る
行
事
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
る
活
動
の
自
粛

を
継
続
し
て
い
る
関
係
で
、
す
べ
て
催
行

が
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
二
十
八
日
の
御
命
日
（
寺
族
役

僧
に
よ
る
内
勤
め
）、
三
十
一
日
の
責
役
総

代
に
よ
る
報
恩
講
事
前
連
絡
会
は
実
施
い

た
し
ま
す
。

な
お
、
今
年
十
月
に
公
開
講
座
と
し
て
予

定
さ
れ
て
い
ま
し
た
、歌
手
で
ラ
ジ
オ
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
ち
ひ
ろ
さ
ん
に
よ
る
公
演

は
、
来
年
十
月
に
延
期
に
な
り
ま
し
た
。

●
本
山
報
恩
講
団
参
中
止
に
つ
い
て

岡
崎
教
区
二
十
一
組
で
は
、
毎
年

十
一
月
に
厳
修
さ
れ
る
本
山
報
恩

講
に
団
参
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

本
年
も
、
本
山
報
恩
講
は
厳
修
さ

れ
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
で
、
バ
ス
で
の
団

参
が
難
し
く
、
二
十
一
組
門
徒
会
主

催
で
は
催
行
さ
れ
な
い
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
本
山
報
恩
講
へ
お
参

り
さ
れ
る
方
は
、
本
年
は
、
個
別

で
参
詣
を
さ
れ
る
よ
う
、
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

●
順
慶
寺
の
報
恩
講
に
つ
い
て

本
年
も
順
慶
寺
の
報
恩
講
を
厳
修

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
日
程

は
二
日
間
で
、
両
日
と
も
に
午
前
の

み
の
法
要
と
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
、

報
恩
講
で
の
法
話
は
実
施
い
た
し

ま
す
。

●
十
月
よ
り
お
取
越
を
始
め
ま
す

本
年
も
十
月
よ
り
各
戸
の
お
取
越

（
在
家
報
恩
講
）
を
始
め
ま
す
。
個

別
の
お
勤
め
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ

に
よ
る
自
粛
は
せ
ず
、
感
染
予
防

の
マ
ス
ク
を
し
て
上
が
り
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

10 月の主な行事予定
2020 年 10 月号　　　　【4】

おしらせ
正
倉
院
展

九
月
も
過
ぎ
て
、
よ
う
や
く
秋
ら
し

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
お
彼
岸
を
過
ぎ

る
と
、
日
の
暮
れ
が
早
く
て
、
学
校
か
ら

帰
る
こ
ろ
に
は
、
も
う
日
の
暮
れ
に
な
っ

て
い
ま
す
。

毎
年
、
十
月
に
な
る
と
、
奈
良
の
正
倉

院
展
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
正
倉
院
展
は
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
毎
年
楽
し
み
に
出
か
け

て
い
て
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
る
前

に
最
後
に
出
か
け
た
の
が
、
こ
の
正
倉
院

展
で
し
た
。
こ
の
ご
ろ
、
日
本
史
に
興
味

が
で
て
き
ま
し
た
が
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と

一
度
正
倉
院
展
に
出
来
か
け
て
み
た
か
っ

た
で
す
。

そ
う
言
え
ば
、
今
年
は
、
コ
ロ
ナ
の
関

10
月
行
事
内
容 

詳
細

係
で
、
前
売
り
指
定
券
が
必
要
な
よ
う
で

す
。
い
つ
も
、
行
列
が
で
き
て
入
場
す
る

の
が
大
変
だ
と
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
言
っ
て

い
た
の
で
、
今
年
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に

ゆ
っ
く
り
見
せ
て
あ
げ
た
か
っ
た
で
す
。

秋
暮
る
る

秋
暮
る
る

奈
良
の
旅
籠
や
　
柿
の
味

奈
良
の
旅
籠
や
　
柿
の
味

正
岡
子
規

正
岡
子
規

順
慶
寺
だ
よ
り
に
て
、
山
陰
の
妙
好
人
を

取
材
し
、
連
載
し
て
き
た
こ
と
を
記
念
し

て
、
希
望
者
に
本
願
寺
派
山
陰
教
区
製

作
の
令
和
三
年
度
版
『
妙
好
人
カ
レ
ン

ダ
ー
』（
源
左
・
佐
市
・
仲
造
・
善
太
郎
編
）

を
、
先
着
一
〇
〇
名
様
に
お
渡
し
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
早
め
に
順
慶
寺
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

妙
好
人
カ
レ
ン
ダ
ー
配
布

希
望
者
先
着
一
〇
〇
名
様


