
悪
い
行
い
が
熟
す
れ
ば

　
　
や
が
て
災
い
に
遭
遇
す
る

老院追弔会での想い出のスライド上映（８月 24 日、お楽しみ会の会員と順慶寺本堂にて）

【1】　　　　2020 年 8月 28 日発行

◆◇ 前住職の想い出 ◇◆
前住職の葬儀では、 葬儀業者が製作した前住職のスライドが山門で上映され、 現

住職が製作したスライドが庫裏にて上映された。 前住職の百ヶ日法要では、 本堂に

てスライドが上映され、 多くの方に披露された。 スライドは、 QRコードからどうぞ

◇ 

災
い
に
遭
遇
す
る
源
は
自
分
に
あ
る 

◇

今
月
の
釈
尊
の
言
葉
も
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
か
ら

の
出
典
で
す
。

「
悪
い
行
い
の
報
い
が
熟
す
る
ま
で
は

悪
人
で
も
良
い
目
に
あ
う
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し

悪
い
行
い
の
報
い
が
熟
し
た
と
き
に
は

災
い
に
あ
う
。」（
第
一
一
九
偈
）

災
い
が
起
こ
る
と
、
つ
い
つ
い
ど
こ
か
に
原
因
が

あ
る
、
人
の
せ
い
だ
と
責
任
を
転
嫁
さ
せ
る
私
た
ち

で
す
が
、
実
は
、
そ
の
災
い
に
遭
遇
す
る
源
は
、
自

分
の
行
い
に
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
今
月
の

言
葉
の
意
味
で
す
。

仏
教
で
は
、
災
い
に
大
小
三
つ
の
種
類
を
挙
げ
て

い
ま
す
。
①

大
き
い
方
は
、
地
球
規
模
の
災
い
。
小

さ
い
方
は
、
人
間
界
の
災
い
で
す
。

後
者
の
小
さ
い
災
い
は
、
次
の
三
つ
。

⑴
刀と
う

兵
び
ょ
う

災さ
い　

互
い
に
凶
器
を
も
っ
て
殺
害
す
る

⑵
疾し
つ

疫え
き

災さ
い　

悪
病
が
流
行
す
る

⑶
飢き

饉き
ん

災さ
い　

干
ば
つ
に
よ
る
飢
饉
が
起
こ
る

こ
れ
ら
の
災
い
は
、
欲
を
だ
し
我
を
前
面
に
し
て

生
き
た
結
果
と
し
て
、
自
分
を
含
め
た
人
々
の
人
間

生
活
の
中
で
発
生
し
、
広
が
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
災
い
に
遭
遇
し
苦
し
む
衆
生
の
た

め
、
仏
が
出
現
し
、
災
い
を
す
く
う
智
慧
を
授
け
た

と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

◇ 

深
く
弥
陀
を
尊
ぶ
こ
と 

◇

奈
良
時
代
、
②

聖
し
ょ
う

武む

天て
ん

皇の
う
が
即
位
し
た
頃
、
地
震

や
疫
病
な
ど
の
災
い
が
相
次
い
で
起
こ
り
ま
し
た
。

聖
武
天
皇
は
仏
教
に
救
い
を
求
め
、
全
国
に
国
分
寺

や
国
分
尼
寺
を
建
立
、
総
本
山
の
東
大
寺
に
は
大
仏

を
建
立
し
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
す
。

今
月
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
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《
妻
・
の
ぶ
の
介
護
》

堺
の
妙
好
人
・
吉
兵
衛
は
、
真
宗
の
教

え
に
目
覚
め
、
脇
目
も
振
ら
ず
、
打
ち
込

ん
だ
た
め
、
妻
の
ぶ
に
は
、
大
変
な
苦
労

を
か
け
ま
し
た
。

と
に
か
く
、
聞
法
に
出
か
け
る
と
、
家

の
こ
と
は
い
っ
こ
う
に
省
み
ず
、
一
人
娘

が
亡
く
な
っ
た
と
き
も
京
都
を
歩
き
回
っ

て
い
た
と
い
い
ま
す
。
こ
う
し
た
、
吉
兵

衛
の
行
動
に
、
の
ぶ
は
呆
れ
か
え
っ
て
し

ま
い
ま
す
が
、
次
第
に
吉
兵
衛
と
聞
法
を

共
に
す
る
同
行
が
訪
ね
て
く
る
機
会
が
増

え
、
彼
ら
を
お
も
て
な
し
を
さ
せ
て
い
た

だ
く
間
に
、
次
第
に
感
化
さ
れ
、
の
ぶ
自

身
も
同
調
し
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
の
ぶ
が
、
六
十
歳
を
過
ぎ
て
中

風
に
な
り
、
寝
た
き
り
に
な
っ
た
と
き
、

吉
兵
衛
は
、
一
人
の
ぶ
の
看
病
を
し
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
同
行
か
ら
手
伝
い
を
し

よ
う
と
の
声
も
か
か
り
ま
し
た
が
、
そ
れ

ら
を
断
り
、
吉
兵
衛
は
、
嫌
な
顔
一
つ
せ

ず
、
看
病
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
自
分

の
ワ
ガ
マ
マ
を
通
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
お

礼
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
や
が
て
極

楽
浄
土
に
帰
ら
れ
る
身
と
し
て
、
心
か
ら

の
敬
い
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

の
ぶ
は
、
半
年
、
床
に
つ
い
て
、
亡
く

な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
介
護
は
、
現

代
以
上
に
大
変
な
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
大
家
族
で
分
担
す
る
の
が
当
た
り

前
で
し
た
。
し
か
し
、
吉
兵
衛
に
は
、
一

人
妻
を
看
取
っ
た
慶
び
を
噛
み
し
め
、
心

よ
り
お
念
仏
申
し
ま
し
た
。

2020 年 9 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（５）

［第97回］

ド
ン
マ
イ

マ
イ
ペ
ー
ス
の
受
験
生
。

早
め
の
二
学
期
ス
タ
ー
ト
。

佳
帆
子

お
盆
が
過
ぎ
、
今
日
は
老
院
の
追

弔
会
と
百
ヶ
日
と
い
う
中
、「
今
日

が
一
区
切
り
だ
か
ら
」
と
、
前
も
っ

て
あ
れ
こ
れ
と
準
備
を
し
、
支
度
を

整
え
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
大
事
な

と
こ
ろ
で
、
言
い
訳
の
で
き
な
い
失

敗
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

何
と
か
百
ヶ
日
法
要
が
終
わ
り
、

ひ
と
息
つ
い
た
こ
ろ
に
、
一
人
し
ょ

ん
ぼ
り
と
肩
を
落
と
し
て
い
る
と
、

そ
れ
を
見
た
娘
が

「
お
母
さ
ん
、
ド
ン
マ
イ
だ
よ
！
」

と
声
を
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。

普
段
は
、
何
事
も
知
ら
ん
ぷ
り
の

娘
で
す
が
、
こ
ち
ら
が
言
い
訳
を
並

べ
る
前
に
、
心
の
内
を
察
し
て
、
思

い
が
け
ず
温
か
い
言
葉
を
か
け
て
く

れ
ま
し
た
。

「
律
子
さ
ん
、
し
っ
か
り
ね
」

と
、
優
し
か
っ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん

の
声
も
、
ど
こ
か
ら
か
聞
こ
え
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。

当
時
か
ら
、
生
前
、
欲
の
深
か
っ
た
も

の
は
、
亡
く
な
る
と
餓が

鬼き

道ど
う
に
堕
ち
、
果

た
せ
な
か
っ
た
欲
を
は
ら
そ
う
と
邪じ

ゃ

鬼き

と

な
っ
て
、
疫え
き

病び
ょ
うや

飢
饉
な
ど
を
起
こ
し
、

人
々
に
災
い
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
仏
様
を
護
る
四
天
王

は
、
邪
鬼
を
も
れ
な
く
捕
ま
え
、
踏
み
つ

け
に
し
鎮
め
ま
す
。
聖
武
天
皇
は
、
少
し

で
も
疫
病
や
災
い
を
鎮
め
る
た
め
、
大
き

な
仏
様
の
力
を
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
た

の
で
し
ょ
う
。

餓
鬼
道
へ
趣
く
こ
と
な
ど
は
、
亡
く

な
っ
て
か
ら
の
話
だ
と
思
う
と
、
実
は
、

そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
と
こ
ろ
の

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
感
染
者
に
対
す
る
差
別
。
感

染
す
る
と
亡
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
恐
怖
と
、
自
分
は
当
事
者
に
な
り
た
く

な
い
と
い
う
思
い
。
そ
う
し
た
思
い
か
ら
、

罹り

患か
ん

者
と
未
罹
患
者
と
の
間
に
軋あ
つ

轢れ
き

を
生

み
、
双
方
の
心
に
餓
鬼
を
生
ん
で
し
ま
っ

て
い
ま
す
。

か
つ
て
、
蓮
如
上
人
に
は
、
市
中
に
感

染
が
広
ま
っ
た
伝
染
病
で
多
く
に
人
が
亡

く
な
っ
た
時
節
に
あ
た
り
、
有
名
な
『
疫え
き

癘れ
い
の
御
文
』
を
残
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、
亡
く
な
る
こ
と
は
生
ま
れ

て
以
来
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
驚

く
べ
き
こ
と
で
な
い
。
苦
し
い
伝
染
病
で

亡
く
な
っ
た
こ
と
を
悲
し
み
、
憎
む
心
に

は
、
餓
鬼
道
へ
進
む
苦
し
み
が
見
え
隠
れ

す
る
。
そ
れ
は
、
極
楽
に
進
む
道
で
は
な

い
と
。

「
極
楽
に
往
生
す
べ
し
と
お
も
い
と
り
て
、

一
向
一
心
に
弥
陀
を
と
う
と
き
こ
と
と
、
う

た
が
う
こ
こ
ろ
つ
ゆ
ち
り
ほ
ど
も
も
つ
ま
じ

き
こ
と
な
り
」（『
疫
癘
の
御
文
』
よ
り
）

私
た
ち
は
、
阿
弥
陀
様
の
お
心
に
触
れ

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
心
穏
や
か
に
さ
せ
て

い
た
だ
く
ほ
か
に
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

①
【
大
の
三
災
】

成
立
、
存
続
、
破
壊
を
繰
り
返
す
と
い
う

古
い
イ
ン
ド
の
伝
説
由
来
の
世
界
観
に
基

づ
き
、
世
界
が
破
壊
さ
れ
る
最
後
の
期
間

に
、
七
つ
の
日
輪
が
現
れ
、
最
初
の
大
火

災
が
起
こ
る
と
さ
れ
る
。
大
火
災
が
七
回

起
こ
っ
た
後
に
、
一
度
の
大
水
害
が
起
こ

り
、
そ
の
後
大
風
害
が
発
生
す
る
と
、
全

て
が
破
壊
さ
れ
無
く
な
る
空
劫
と
い
う
時

代
を
迎
え
る
。
空
劫
は
、
新
た
な
世
界
が

成
立
す
る
ま
で
続
く
と
さ
れ
て
い
る
。

②
【
聖
武
天
皇
】

奈
良
時
代
の
第
四
十
五
代
天
皇
。
文
武
天

皇
を
父
、
藤
原
不
比
等
の
妻
・
宮
子
を
母
、

藤
原
不
比
等
の
娘
・
光
明
子
（
光
明
皇
后
）

は
皇
后
と
す
る
。
七
二
四
年
即
位
。
積
極

的
に
唐
代
の
文
物
制
度
を
採
り
入
れ
て
国

政
の
充
実
に
努
め
た
。
仏
教
を
信
仰
し
、

国
分
僧
尼
寺
を
建
立
し
、
自
ら
書
写
し
た

経
文
を
納
め
た
。
東
大
寺
を
建
立
し
、
奈

良
大
仏
を
鋳
造
し
て
天
平
文
化
を
つ
く
り

だ
し
た
（
ネ
ッ
ト
よ
り
）。

《
第
五
回
　
声

し
ょ
う

明み
ょ
う》

大
学
で
は
仏
教
の
教
え
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
お
経
の
読
み
方

に
つ
い
て
も
勉
強
し
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
声
明
」
を
伝
統
通
り
に
読

む
こ
と
の
意
義
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

先
生
は
盲
目
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
辻
井
伸
行
さ
ん
を
引
き
合
い
に
出
し

て
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
は
全
く
譜
面
通
り
に
弾
く
の
で
は

な
く
、
ま
た
自
己
の
主
張
を
前
面
に
出
し
て
弾
く
の
で
も
な
い
。
曲

と
作
曲
者
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
感
じ
る
、
そ
う
で
す
。
前
述
し

た
意
義
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。



◆
分
散
盆
会
に
参
詣
多
数
―
八
月
九

日
に
執
り
行
っ
た
盆
会
は
、
法
話
も

な
く
三
十
人
ず
つ
の
分
散
型
で
あ
っ

た
が
、
百
名
ほ
ど
の
参
詣
が
あ
っ
た
。

◆
鐘
楼
と
水
舎
に
防
鳥
糸
―
盆
会
の

後
、
役
員
全
員
で
鐘
楼
と
水
舎
に
来

襲
す
る
烏
の
被
害
に
対
処
す
る
た
め

に
、
高
所
に
も
関
わ
ら
ず
防
鳥
糸
を

設
置
。

◆
前
住
職
百
ヶ
日
終
え
る
ー
さ
る
八

月
二
十
四
日
、
前
住
職
の
百
ヶ
日
法

要
を
迎
え
、
コ
ロ
ナ
の
た
め
休
会
に

な
っ
て
い
る
、
お
楽
し
み
会
、
む
つ

み
会
で
追
弔
会
を
開
催
。
夜
に
は
、

責
役
四
役
他
で
、
百
ヶ
日
を
勤
め
た
。

さ
る
八
月
二
十
四
日
、
前
住
職
の

百
ヶ
日
法
要
が
終
わ
り
ま
し
た
。
百
ヶ

日
に
な
っ
て
、
前
住
職
か
ら
お
助
け
を

い
た
だ
い
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま

す
。
今
は
、
本
堂
で
毎
日
お
朝
事
、
お

夕
事
を
欠
か
さ
ず
真
面
目
に
つ
と
め

て
、
前
住
職
の
お
心
を
繋
い
で
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
（
住
）。

･･･････････････････････････

コ
ロ
ナ
、
猛
暑
の
ダ
ブ
ル
パ
ン
チ
で

休
日
は
家
で
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
が
ち
で
す
。

い
ざ
や
る
気
を
出
し
て
外
に
出
る
と
、

す
ぐ
熱
中
症
気
味
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
自
分
で
も
こ
れ
で
は
い
か
ん
な
と

思
っ
て
い
ま
す
（
若
）。

【3】　　　　2020 年 8月 28 日発行

釋
善
浄

７
月
29
日
寂 

中
川
善
博（
81
）

刈
谷
市 

中
川
玉
子
様
の
夫

開
悟
院
釋
尼
妙
逸

８
月
３
日
寂 

佐
藤
五
枝（
98
）

名
古
屋
市　

石
黒
滋
子
様
の
母

水
舎
に
水
を
張
っ
た
、
お
盆
期
間
、
暑

さ
を
癒
す
た
め
で
し
ょ
う
か
、
再
び
烏
が

水
舎
の
水
で
水
浴
び
を
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

盆
会
の
後
、
総
代
に
よ
っ
て
防
鳥
糸
を

設
置
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
烏
の
水
浴

び
は
続
い
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
が
終
息
し
た
ら
、
常
時
水
を
揚

げ
る
予
定
で
す
。
烏
に
よ
る
被
害
が
で
る

前
に
、
烏
除
け
策
の
妙
案
の
あ
り
ま
す
方

は
、
順
慶
寺
ま
で
ご
一
報
を
く
だ
さ
い
。

真
意
院
釋
尼
妙
房

７
月
30
日
寂 

神
谷
房
子（
79
）

市
場
上
組　

神
谷
孝
保
様
の
妻

晴
朗
院
釋
興
世

８
月
13
日
寂 

清
水
興
亞（
81
）

平
松
組 

清
水
英
介
様
の
父

来
た
る
九
月
十
二
日
（
土
）
に
順
慶

寺
に
お
い
て
、
秋
季
永
代
経
（
過
去

五
十
年
間
に
祠
堂
金
を
あ
げ
て
下
さ
っ

た
方
々
へ
の
法
要
）が
開
催
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
午
後
か
ら
は
、
今
年
五
十
回
忌

を
迎
え
て
、
当
山
に
納
骨
さ
れ
た
方
々

の
倶
会
一
処
式
も
行
い
ま
す
。

昨
年
度
（
令
和
元
年
度
＝
令
和
元
年

九
月
～
令
和
二
年
八
月
）、
新
た
に
祠

堂
金
を
順
慶
寺
に
お
上
げ
下
さ
り
、
御お

紐ひ
も

解ど

き
法
要
（
祠
堂
開
き
）
を
執
行
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
方
々
（
ま
た
は
執
行

予
定
の
方
も
含
む
）
は
、
以
下
の
通
り

で
す
。

為 

生
前
祠
堂 

 
 

 

 

願
主 

 

山
本
洋
子（
一
里
山
組
）

為 

生
前
祠
堂 

 
 

 

 

願
主 

 

白
澤
敏
夫（
豊
明
市
）

為 

生
前
祠
堂

 

願
主 

 

白
澤
直
子（
豊
明
市
）

為 

積
徳
院
釋
尼
燈
思 

久
野
鉎
子 

 

 

願
主 

 

久
野
茂（
市
場
上
組
）

為 

賢
修
院
釋
尼
久
安 

神
谷
久
子 

 

願
主 

 

神
谷
昭
好（
市
場
上
組
）

為 

誠
修
院
釋
忠
敬 

横
山
忠
明 

 

願
主 

 

横
山
美
明（
山
ノ
端
組
）

為 

釋
尼
浄
縁 

木
村
つ
や
子 

 
願
主 

 

山
本
幸
彦（
知
立
市
）

為 
釋
増
縁   

峯
増
次
郎

 

釋
尼
華
念 

峯
花
子

 

釋
高
顕   

峯
高
義

 

釋
尼
千
縫 
峯
八
千
代

 

願
主 

 

峯
敏
博（
西
丘
組
）

為 

香
蓮
院
釋
尼
菊
華 

岡
本
喜
久
子

 

願
主 

 

岡
本
憲
幸（
今
川
西
組
）

為 

慈
敬
院
釋
尼
貞
香 

加
藤
貞
子

 

説
賀
院
釋
滋
栄 

加
藤
次
郎

 

願
主 

 

加
藤
欽
也（
埼
玉
県
）

為 

正
編
院
釋
尼
美
香 

鈴
木
み
や 

 

願
主 

 

前
谷
和
昭（
西
丘
組
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
十
一
件

祠
堂
新
規
上
納
者
並
び
に
倶
会
一
処
該
当
者

順慶寺執事

法
名
並
び
に
名
簿
一
覧 
法
名
並
び
に
名
簿
一
覧 

㊟
祠
堂
金
は
、
三
分
の
二
を
順
慶
寺
の
什

物
拡
充
な
ど
に
充
て
さ
せ
て
い
た
だ

き
、三
分
の
一
を
護
寺
会
金
と
し
て
、
護

寺
会
会
計
に
積
立
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

1
月
21
日 

森　

治
市 

森
政
重
の
父

２
月
14
日 

岡
本
鉄
五
郎 

岡
本
克
仁
の
父

３
月
11
日 

横
山
ふ
き 

横
山
弘
の
母

３
月
30
日 

鈴
木
之
枝 

鈴
木
正
の
姉

４
月
1
日 

塚
本
は
ま 

塚
本
正
雄
の
母

５
月
2
日 

岡
本
み
や 

岡
本
金
平
の
母

６
月
4
日 

岡
本
た
よ 

岡
本
隆
矣
の
母

６
月
17
日 

加
藤
金
平 

加
藤
キ
ヨ
エ
の
夫

７
月
10
日 

岡
本
か
よ 

岡
本
光
義
の
養
母

８
月
9
日 

小
林
勝
好 

小
林
弘
の
父

８
月
15
日 

岡
本
銀
蔵 

岡
本
金
平
の
父

８
月
31
日 

鈴
木
俊
三 

鈴
木
俊
治
の
父

９
月
2
日 

杉
浦
金
之
助 

杉
浦
吾
夫
の
父

９
月
14
日 

加
藤
告
松 

加
藤
史
直
の
養
父

10
月
9
日 

相
羽
三
五
郎 

相
羽
た
ま
子
の
夫

10
月
19
日 
佐
野
良
一 

佐
野
末
良
の
父

10
月
26
日 
塚
本
幸
衛 

塚
本
正
幸
の
父

11
月
1
日 

小
松
み
津 

小
松
務
の
母

11
月
4
日 

岡
本
由
之
助 
岡
本
福
太
郎
の
祖
父

11
月
8
日 

池
田
は
ま 
池
田
敏
正
の
母

12
月
15
日 

藤
井
た
ま
き 

藤
井
美
一
の
妻

12
月
23
日 

鈴
置
豊
吉 

鈴
置
吉
美
の
父

12
月
30
日 

志
水
広
市 

志
水
は
る
の
夫

以
上
二
十
三
名

新
規
祠
堂
上
納
者
一
覧（
敬
称
略
）

倶
会
一
処
該
当
者
一
覧（
敬
称
略
）

　

以
下
は
、
本
年
五
十
回
忌（
昭
和
46
年

没
）
で
倶
会
一
処
を
迎
え
た
方
の
中
で
、

当
山
納
骨
堂
に
納
骨
さ
れ
た
方
々
で
す
。

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

８
月
度
護
寺
会
物
故
者

烏
対
策
の
妙
案
求
む

 

水
舎
に
来
襲
す
る
烏
に
困
っ
て
ま
す



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

10 木 木 -2
11 金
12 土  祠堂法要・倶会一処式（10：00～、順慶寺）
13 日
14 月
15 火

16 水  
17 木 木 -3
18 金
19 土
20 日
21 月
22 火
23 水  
24 木 木 -4
25 金  
26 土
27 日
28 月  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺にて内勤め）
29 火  　
30 水
10/1 木

↓　
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。

祠
堂
法
要
・
倶
会
一
処
式

9
月
12
日
（
土
）

	

　
午
後
10
時
～
　
順
慶
寺

順
慶
寺
に
祠
堂
が
あ
が
っ
て
い
る
方
に
対

す
る
、
祠
堂
法
要
を
今
年
も
厳
修
い
た
し

ま
す
。

本
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
三
密
を
避
け
、
左

記
の
よ
う
に
地
域
別
の
分
散
型
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
本
来
あ
る
べ

き
法
話
と
お
斎
は
、
長
時
間
同
じ
場
所
に

留
ま
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
本
年
は
中
止

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

た
だ
し
、
同
日
、
今
年
五
十
回
忌
を
迎

え
た
方
の
お
骨
を
、
納
骨
堂
下
に
埋
骨

す
る
倶
会
一
処
式
は
実
施
い
た
し
ま
す
。

記

●
祠
堂
法
要
の
駐
車
場
に
つ
い
て

祠
堂
法
要
で
は
、
三
十
分
ご
と
の

法
要
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
駐
車
場
の
出
入
り
の
混
雑

が
予
想
さ
れ
ま
す
。
当
日
、
順
慶

寺
駐
車
場
が
満
車
と
な
っ
た
場
合

は
、
大
変
ご
面
倒
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
指
定
の
駐
車
場
に
案
内
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
祠
堂
法
要
の
コ
ロ
ナ
対
策
に
つ
い
て

祠
堂
法
要
で
は
、
本
堂
他
で
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
、
受
付
で
の

シ
ー
ル
ド
設
置
、
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒

の
実
施
な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
対

す
る
対
策
を
十
分
に
配
慮
し
て
ま

い
り
ま
す
。
参
詣
さ
れ
る
皆
様
も
、

マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
年
回
法
要
の
通
知
に
つ
い
て

令
和
三
年
の
年
回
法
要
の
当
た
り

を
お
報
せ
す
る
通
知
で
す
が
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
、
八

月
ま
で
自
粛
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

祠
堂
法
要
が
終
わ
り
ま
し
た
、
九

月
中
旬
以
降
、
年
回
該
当
の
皆
さ

ん
の
お
宅
に
通
知
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
予
定
で
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

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

９月の主な行事予定
2020 年 9 月号　　　　【4】

おしらせ
こ
お
ろ
ぎ

八
月
も
終
わ
り
に
な
っ
て
い
る
の
に
、

今
年
は
特
別
暑
い
で
す
ね
。
学
校
で
も
、

家
で
も
ク
ー
ラ
ー
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、

つ
ら
く
て
過
ご
せ
ま
せ
ん
。

い
つ
も
、
お
盆
を
過
ぎ
る
と
、
夜
に
な

る
と
庭
先
で
こ
お
ろ
ぎ
な
ど
の
秋
の
虫
の

鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
お
父
さ
ん

に
よ
る
と
、
ど
ん
な
に
暑
い
夏
で
も
鳴
か

な
い
と
き
が
な
い
そ
う
で
、
こ
お
ろ
ぎ
が

鳴
く
と
秋
を
感
じ
る
そ
う
で
す
。

で
も
、今
年
は
、八
月
の
終
わ
り
に
な
っ

て
も
一
向
に
こ
お
ろ
ぎ
の
鳴
き
声
が
聞
こ

え
て
き
ま
せ
ん
。
な
ん
だ
か
、
地
球
の
環

境
が
お
か
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、

少
し
怖
い
で
す
。

9
月
行
事
内
容 

詳
細

お
父
さ
ん
が
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
作
っ

た
寺
報
の
第
一
号
の
標
語
は
、
こ
お
ろ
ぎ

の
こ
と
だ
っ
た
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

セ
ミ
に
は
セ
ミ
の
世
界
が
あ
り

セ
ミ
に
は
セ
ミ
の
世
界
が
あ
り

こ
お
ろ
ぎ
に
は
こ
お
ろ
ぎ
の
世
界
が
あ
る

こ
お
ろ
ぎ
に
は
こ
お
ろ
ぎ
の
世
界
が
あ
る

し
か
し
、
夏
を
生
き
る
せ
み
は
春
秋
を
知
ら
ず

し
か
し
、
夏
を
生
き
る
せ
み
は
春
秋
を
知
ら
ず

秋
を
い
き
る
こ
お
ろ
ぎ
は
盛
夏
を
知
ら
な
い

秋
を
い
き
る
こ
お
ろ
ぎ
は
盛
夏
を
知
ら
な
い

寺
報
第
一
号
か
ら
池
浦
良
裕
作

寺
報
第
一
号
か
ら
池
浦
良
裕
作

祠
堂
法
要
日
程

９
月
12
日 

午
前
９
時
半
受
付
始

 
 

 

午
前
10
時
法
要
始  

 
 

 
 

法
要
：
順
慶
寺
本
堂

 
 

 
 

待
機
：
順
慶
寺
庫
裏

10
時
～
11
時
半　

今
川
地
区
・
三
河
地
域

◎
三
十
分
お
き
に
50
名
様
を
限
度
で

本
堂
に
ご
案
内
い
し
た
し
ま
す

（
法
話
及
び
お
斎
は
あ
り
ま
せ
ん
）

13
時
～
14
時
半　

泉
田
地
区
・
尾
張
地
区
他

◎
三
十
分
お
き
に
50
名
様
を
限
度
で

本
堂
に
ご
案
内
い
し
た
し
ま
す

15
時
～　

倶
会
一
処
式

◎
倶
会
一
処
式
の
案
内
の
あ
る
方
は
、

で
き
ま
し
た
ら
、
倶
会
一
処
式
の
方

に
御
参
詣
く
だ
さ
い
。


