
世
俗
に
従
い
、世
俗
の
価
値
を

　
肥
や
す
も
の
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い

秋の夕暮れ（10 月 21 日、順慶寺本堂境内にて　岡川経康氏撮影）

【1】　　　　2021 年 10 月 28 日発行

◆◇ 秋の夕暮れ ◇◆
交差点から見える順慶寺の山門と本堂の屋根。 泉田の一つのランドマークとなっている。 とり

わけ両彼岸の日は、 本堂の真ん中（ 御本尊） のところに太陽が沈むので、 神秘的な雰囲気

となる。 ただ、 秋彼岸を越えた晩秋の夕暮れは、 本堂脇から漏れた西日が真向かいとなる。

◇ 

世
間
の
評
判
を
上
げ
る
意
味 

◇

今
月
の
釈
尊
の
言
葉
は
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
よ
り
、

「
下
劣
な
こ
と
に
従
っ
て
は
な
ら
な
い

怠
け
者
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い

邪よ
こ
し
まな

考
え
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い

世
俗
を
増
大
し
て
は
な
ら
な
い
」（
一
六
七
偈
）

か
ら
出
典
し
ま
し
た
。

こ
の
言
葉
は
、
釈
尊
の
あ
る
弟
子
が
信
者
の
子
供

か
ら
坊
主
頭
を
バ
カ
に
さ
れ
激
高
し
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
釈
尊
が
来
ら
れ
、
当
の
弟
子
に
理
解
を
示
し
て

落
ち
着
か
せ
た
の
ち
、
静
か
に
話
し
か
け
、

「
身
体
的
な
こ
と
で
笑
う
の
は
下
劣
で
す
。
ま
た
、

下
劣
な
こ
と
に
従
い
、怠
け
て
過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
」

と
、
諭
し
た
と
き
の
言
葉
で
す
。

私
た
ち
は
、
お
う
お
う
に
し
て
、
自
分
の
欠
点
や

悪
い
と
こ
ろ
を
指
摘
さ
れ
る
と
、
傷
口
を
触
ら
れ
た

よ
う
に
ひ
ど
く
痛
み
、
怒
り
の
感
情
が
こ
み
上
げ
て

し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
世
間
の
評
判
な
ど
に
左
右
さ

れ
が
ち
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
さ
ら

に
感
情
を
激
高
さ
せ
る
と
、
つ
ま
り
は
怠
け
て
過
ご

し
た
こ
と
に
等
し
い
と
釈
尊
は
諭
さ
れ
ま
す
。

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
『
嫌
わ
れ
る
勇
気
』（
ア

ド
ラ
ー
著
）
で
は
、「
人
間
の
悩
み
は
す
べ
て
対
人
関

係
の
悩
み
で
あ
る
」
と
い
い
、
関
係
性
に
よ
っ
て
行
動

や
感
情
が
変
化
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
世
間
や
他
人

の
評
価
ば
か
り
に
依
存
し
て
い
る
と
、
人
生
に
意
味

を
見
い
だ
せ
な
く
な
る
。「
人
生
の
意
味
は
、
あ
な
た

が
自
分
自
身
に
与
え
る
も
の
だ
」
と
言
い
切
り
ま
す
。

や
は
り
、
世
間
の
評
判
を
良
く
す
る
た
め
に
生
き

る
こ
と
は
、
名
み
ょ
う

聞も
ん

利り

養よ
う
と
し
て
遠
ざ
け
、
増
大
す
る

こ
と
を
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
頷
か
さ
れ
ま
す
。

今
月
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
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《
聞
き
の
強
い
同
行
》

堺
の
妙
好
人
、
吉
兵
衛
。
多
く
の
同
行

と
知
り
合
い
、
同
行
と
と
も
に
聞
法
を
重

ね
て
行
き
ま
し
た
。

あ
る
と
き
、
讃
岐
の
福
寿
寺
の
住
職
の

法
座
が
あ
る
と
同
行
か
ら
聞
き
、
吉
兵
衛

は
早
速
出
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

福
寿
寺
の
住
職
は
、
本
山
で
門
主
の
お

供
を
し
て
諸
国
を
巡
回
さ
れ
た
と
い
う
聞
こ

え
の
あ
る
住
職
。
病
気
に
な
っ
て
本
山
か
ら

国
も
と
に
帰
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
よ
う

や
く
全
快
で
き
た
の
で
、
和
泉
に
来
ら
れ
て

お
話
下
さ
る
と
い
う
特
別
な
ご
縁
で
し
た
。

そ
の
席
で
、
福
寿
寺
の
住
職
は
、

「
平へ
い

生ぜ
い

達
者
な
時
分
、
高
座
に
登
っ
て
立

派
に
説
教
し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
こ
の

た
び
は
病
気
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
我
が

身
と
い
う
も
の
は
値
打
ち
の
な
い
も
の
や

ナ
ァ
と
知
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
」

と
話
さ
れ
る
と
、
そ
の
高
座
に
向
か
っ

て
吉
兵
衛
は
、

「
あ
な
た
は
病
気
に
な
っ
て
か
ら
、
病
や
ま
い

ぐ
ら
い
に
知
ら
せ
て
貰
い
な
さ
れ
た
か
。

チ
ョ
ロ
ク
サ
イ
。
こ
の
親
爺
は
ピ
チ
ピ
チ

し
て
い
る
時
に
、
そ
れ
に
出
遇
お
う
て
お

り
ま
す
デ
」

と
返
答
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
福
寿
寺

の
住
職
は
、
小
さ
い
声
で
、

「
吉
兵
衛
は
た
だ
人
で
は
な
い
」

と
つ
ぶ
や
き
、
驚
い
た
そ
う
で
す
。

こ
の
通
り
、
吉
兵
衛
は
大
勢
の
同
行
の

中
で
も
臆
せ
ず
質
問
を
す
る
、
聞
き
の
強

い
同
行
で
し
た
。

2021 年 11 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（18）

［第110回］

秋
、
落
ち
葉
の
季
節
で
す
。

境
内
に
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
片
隅

に
落
ち
葉
が
集
ま
る
場
所
が
あ
る
の

で
す
が
、
先
日
、
境
内
の
掃
除
を
し

て
い
る
と
、
驚
い
た
こ
と
に
四
年
前

に
本
堂
の
屋
根
替
え
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
と
き
の
垂
木
や
釘
な
ど
を
見

つ
け
ま
し
た
。

屋
根
替
え
当
初
は
、
屋
根
瓦
や
垂

木
、
古
い
廃
材
な
ど
を
見
つ
け
る
こ

と
が
度
々
あ
り
ま
し
た
が
、
今
で
は

そ
れ
も
珍
し
く
、
思
わ
ず

「
あ
れ
っ
、
ま
だ
い
た
の
？
」

と
、
旧
友
に
会
っ
た
よ
う
な
懐
か

し
さ
で
包
ま
れ
ま
す
。

思
い
お
こ
せ
ば
、
三
年
前
の
平

成
三
十
年
十
月
に
は
、
絶
好
の
秋
晴

れ
の
中
、
御
遠
忌
法
要
が
勤
め
ら
れ
、

お
稚
児
さ
ん
が
本
堂
や
境
内
に
あ
ふ

れ
、
老
院
も
何
と
か
元
気
で
、
役
員

の
皆
さ
ん
が
は
つ
ら
つ
と
参
詣
の
皆

さ
ん
を
迎
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

な
ん
だ
か
、
集
ま
っ
た
落
ち
葉
た

ち
が
垂
木
を
囲
ん
で
昔
話
し
て
く
れ

た
よ
う
で
、
心
温
ま
り
ま
し
た
。

◇ 
真
に
貴
い
生
き
方 

◇

①

源げ
ん

信し
ん

僧そ
う

都ず

を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
私

た
ち
が
普
段
お
勤
め
す
る
「
正
信
偈
」
に

も
七
高
僧
の
一
人
と
さ
れ
る
高
僧
で
す
。

平
安
時
代
の
中
期
、
源
信
は
、
比
叡
山
の

学
問
僧
の
中
で
も
飛
び
抜
け
て
エ
リ
ー
ト

で
、
早
く
に
広こ
う

学が
く

竪
り
ゅ
う

義ぎ

と
い
う
試
験
に
合

格
し
、
有
力
貴
族
か
ら
外げ

護ご

を
受
け
、
最

高
の
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
た
人
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
三
十
九
歳
の
と
き
、
宮
中

で
行
わ
れ
た
「
御み

八は
っ

講こ
う
」（
法ほ
っ

華け

八
講
）
と

い
う
最
高
峰
の
講
座
に
参
っ
て
賜
っ
た
も

の
を
、
当た
い

麻ま

（
奈
良
）
に
住
む
母
親
に
送
っ

た
と
き
の
母
親
の
返
事
に
愕が
く

然ぜ
ん
と
し
ま
す
。

「
そ
な
た
の
心
遣
い
、
あ
り
が
た
く
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
や
ん
ご
と
な
い

学が
く

生し
ょ
うに
な
ら
れ
た
こ
と
は
、
お
よ
ろ
こ
び
申

し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
御
八
講
な
ど

に
立
ち
ま
わ
ら
れ
る
こ
と
は
、
私
が
そ
な
た

を
仏
門
に
入
れ
た
本
意
と
た
が
う
も
の
で
す
。

私
は
「
女
の
子
は
た
く
さ
ん
い
る
が
、
男
の

子
は
そ
な
た
一
人
。
そ
れ
を
元
服
も
さ
せ
ず

に
比
叡
の
山
に
登
ら
せ
る
の
だ
か
ら
、
学

問
を
し
て
才
を
身
に
つ
け
、
②

多と
う
の
み
ね

武
峰
の
聖

人
の
よ
う
に
貴
く
な
っ
て
、
後ご

世せ

を
救
っ
て

も
ら
い
た
い
も
の
」
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
な
の
に
、
こ
の
よ
う
に
高
名
の
僧
と
し
て

華
や
か
に
ふ
る
ま
わ
れ
る
こ
と
は
、
私
の
本

意
に
た
が
い
ま
す
。
私
も
年
を
と
り
ま
し

た
。
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
そ
な
た
が
聖
人

と
な
っ
て
お
い
で
に
な
る
の
を
見
と
ど
け
て
、

や
す
ら
か
に
あ
の
世
に
ま
い
り
た
い
も
の
で

す
。」（『
今
昔
物
語
集
』
語
訳
）

手
紙
を
受
け
取
っ
た
源
信
は
、
涙
を
流

し
、「
山
籠
も
り
し
て
聖
人
に
な
る
」
と
誓

い
隠い
ん

遁と
ん

の
修
行
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
に
、

名
著
『
③

往
生
要
集
』
が
撰
述
さ
れ
ま
し
た
。

源
信
を
見
て
、
世
俗
に
従
い
そ
の
価
値
を

増
や
す
こ
と
は
空
し
い
こ
と
と
実
感
し
ま
す
。

①【
源
信
僧
都
】 九
四
二ｰ

一
〇
一
七

比
叡
山
で
良
源
に
師
事
。
横よ

川か
わ

の
恵え

心し
ん

院
に
隠

棲
し
て
修
行
と
著
述
に
専
念
し
、
恵
心
僧
都
、

横
川
僧
都
と
よ
ば
れ
た
。
中
国
の
宋
で
も
た
か

く
評
価
さ
れ
た
『
往
生
要
集
』
を
あ
ら
わ
し

た
ほ
か
、
念
仏
結
社
を
指
導
す
る
な
ど
、
の
ち

の
浄
土
教
に
お
お
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
。

②【
多
武
峰
の
聖
人
】

増ぞ
う

賀が

の
こ
と
。
十
歳
で
比
叡
山
に
登
っ
て
良

源
に
師
事
。
当
時
の
僧
が
世
に
名
を
あ
げ
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
姿
を
み
て
こ
れ
を
批
判

し
、
素そ

衣い

を
着
て
、
貴
族
の
請
い
を
拒
み
、

奇き

矯き
ょ
うの
僧
と
み
ら
れ
た
。
師
の
良
源
の
声
望

が
高
ま
る
さ
ま
に
反
抗
し
、
大
和
の
多
武
峰

に
隠
棲
し
て
修
行
に
励
ん
だ
。

③【
往
生
要
集
】 

源
信
が
、
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
に
、
浄
土

教
の
観
点
よ
り
、
多
く
の
仏
教
の
経
典
や
論

書
か
ら
、
極
楽
往
生
に
関
す
る
重
要
な
文
章

を
集
め
た
著
書
で
、1

部
三
巻
か
ら
な
る
。

《 

第
十
九
回
　
教
化
と
は 

》

先
日
、
東
別
院
に
て
研
修
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
テ
ー
マ
が

「
あ
な
た
に
と
っ
て
教
化
と
は
何
で

す
か
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。「
自じ

信し
ん

教
き
ょ
う

人に
ん

信し
ん(

自
ら
信
じ
て
人
に
教

え
て
信
ぜ
し
む)

」
と
い
う
言
葉
を

手
掛
か
り
に
教
化
を
考
え
ま
し
た
。

教
化
と
な
る
と
仏
教
の
教
え
を

伝
え
る
こ
と
に
目
が
い
き
ま
す
が
、

ま
ず
大
前
提
と
し
て
、
自
ら
も
仏

教
に
学
ぶ
身
で
あ
る
の
だ
と
そ
の

言
葉
は
伝
え
て
い
ま
す
。

「
私
が
教
え
る
」
と
い
う
教
化
で

は
な
く
「
私
も
共
に
学
ん
で
い
く
」

と
い
う
教
化
が
目
指
す
べ
き
あ
り

方
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

四
年
目
の
秋



◆
駐
車
場
入
口
の
ポ
ー
ル
撤
去
ー
順
慶

寺
駐
車
場
に
あ
っ
た
ア
ル
ミ
製
の
ポ
ー

ル
を
撤
去
し
た
。
撤
去
し
た
の
は
、
地

中
に
収
納
可
能
だ
っ
た
ポ
ー
ル
。
子
供

が
い
た
ず
ら
で
引
き
出
し
て
い
た
ポ
ー

ル
に
、
順
慶
寺
に
参
詣
さ
れ
た
方
の
車

が
ぶ
つ
か
っ
て
折
れ
曲
が
っ
た
と
こ
ろ

を
見
て
、
元
通
り
復
帰
し
て
も
危
険
だ

と
判
断
し
撤
去
し
た
。

◆
寺
カ
フ
ェ
開
始
は
来
年
５
月
予
定
ー

順
慶
寺
で
有
志
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
予

定
の
寺
カ
フ
ェ
は
、
毎
月
一
回
１
日
に
開

き
、
来
年
５
月
の
オ
ー
プ
ン
を
希
望
。
今

後
ど
の
よ
う
に
情
報
伝
達
す
る
か
な
ど
、

代
表
の
三
人
（
小
林
正
典
氏
、
岡
川
経
康

氏
、
佐
野
真
澄
氏
）
を
中
心
に
内
容
を
詳

細
に
検
討
す
る
予
定
。

◆
順
慶
寺
本
堂
で
葬
儀
―
さ
る
10
月
16

日
、
順
慶
寺
護
寺
会
会
計
の
岡
本
正
博

氏
の
奥
様
の
葬
儀
が
、
順
慶
寺
本
堂
に

て
執
り
行
わ
れ
た
。
順
慶
寺
本
堂
で
の

葬
儀
は
、
本
年
二
回
目
。
順
慶
寺
で
の

こ
の
ご
ろ
寒
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

老
院
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
睡
眠
障
害

に
悩
ま
さ
れ
、
耳
鼻
科
で
診
断
し
て
も

ら
っ
た
ら
、
痩
せ
る
他
な
い
と
の
こ
と

で
減
量
に
励
ん
で
い
ま
す
が
、
早
速
寒

さ
で
風
邪
を
引
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
が
下
火
な
の
で
い
い
で
す
が
、

や
は
り
風
邪
は
い
け
ま
せ
ん
ね
（
住
）。

･･･････････････････････････

同
朋
大
学
で
の
勉
強
も
い
よ
い
よ
大

詰
め
で
、
目
下
卒
業
論
文
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
卒
論
の
提
出
期
限
は
12
月

の
半
ば
な
の
で
、
残
り1

ヶ
月
と
少
し

で
す
。
い
よ
い
よ
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る

時
間
も
無
く
な
っ
た
な
ぁ
と
思
う
日
々

で
す
。（
若
）。

【3】　　　　2021 年 10 月 28 日発行

本
山
・
東
本
願
寺
で
は
、２
０
２
３
年
（
令

和
５
年
）
３
月
26
日
か
ら
４
月
29
日
ま
で
、

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立

教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要
を
本
山
に
て
厳

修
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

順
慶
寺
に
お
い
て
も
、
本
山
の
慶
讃
法
要

の
慶
事
に
際
し
、
何
ら
か
の
ご
協
力
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
、
二
年
前
に
パ
ン

フ
を
配
布
す
る
計
画
を
た
て
て
い
ま
し
た
。

本
年
10
月
に
な
り
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
も
か

な
り
収
ま
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
ま
ず
は
、

組
の
あ
る
と
こ
ろ
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
個
別
の
護
寺
会
員

の
皆
様
に
は
、
順
慶
寺
本
堂
に
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
お
い
て
お
き
ま
す
の
で
、
報
恩
講
な
ど

で
参
詣
さ
れ
た
と
き
に
お
持
ち
帰
り
く
だ

慶
讃
法
要
の
パ
ン
フ
を
配
布

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年

釋
健
勇

10
月
4
日
寂 

塚
本
健
司（
78
）

豊
明
市 

塚
本
初
子
様
の
夫

慈
照
院
釋
尼

妙
華

10
月
13
日
寂 

岡
本
み
よ
か（
67
）

市
場
下
組 

岡
本
晃
様
の
母

10
月
度
護
寺
会
物
故
者

さ
い
。
左
写
真
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
ス
マ
ホ

な
ど
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
能
で
す
。

以
下
、
本
山
慶
讃
法
要
の
概
容
で
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

【
慶
讃
事
業
の
願
い
】

慶
讃
法
要
を
ご
縁
と
し
、
あ
ら
た
め
て

宗
祖
が
顕
か
に
さ
れ
た
教
え
を
い
た
だ
き

な
お
し
、
次
の
世
代
に
教
え
を
相
続
し
て
い

く
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
お
念
仏
を
伝
え
て
く

だ
さ
っ
た
無
数
の
先
達
か
ら
願
わ
れ
て
い
ま

す
。
慶
讃
事
業
の
あ
ら
ゆ
る
取
り
組
み
は
、

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
人
と
生
ま
れ
た
こ

と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
く
場
を
創
造
し
て

い
く
も
の
で
す
。
私
た
ち
の
次
の
世
代
へ
お

念
仏
を
手
渡
し
て
い
く
た
め
に
、
こ
れ
か
ら

の
宗
門
を
形
づ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

【
法
要
に
つ
い
て
】

《
法
要
の
歩
み
》

当
派
で
は
、
１
８
７
２
年
（
明
治
５
年
）

に
立
教
開
宗
を
元
仁
元
年
（
１
２
２
４
年
）

と
す
る
宗
派
決
定
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
に
基
づ
き
１
９
２
３
年
（
大
正
12

年
）
に
初
め
て
の
立
教
開
宗
七
百
年
記
念

法
要
が
勤
め
ら
れ
、
１
９
７
３
年
（
昭
和
48

年
）
に
は
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
年･

立

教
開
宗
七
百
五
十
年
慶
讃
法
要
が
勤
め
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
た
び
２
０
２
３

年
（
令
和
５
年
）
に
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕

生
八
百
五
十
年･

立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法

要
を
皆
様
と
共
に
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

《
第
一
期
》
２
０
２
３
年
3
月
25
日(

土)

             

～ 

4
月
8
日
（
土)

《
讃
仰
期
間
》
２
０
２
３
年
4
月
9
日(

日)

             

～ 

4
月
14
日
（
金)

《
第
二
期
》
２
０
２
３
年
4
月
15
日(

土)

             

～ 

4
月
29
日
（
土)

【
慶
讃
事
業
の
主
な
取
り
組
み
】

将
来
の
活
力
あ
ふ
れ
る
宗
門
の
創
造
に
向

け
、
以
下
の
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

❶
宗
門
の
基
盤
づ
く
り
ー
新
た
な
教
化
体

制
の
構
築
ー

❷
本
願
念
仏
に
生
き
る｢

人
の
誕
生｣
と
「
場

の
創
造
」

❸
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
向
け
た
「
真
宗
の
教

え
」
の
発
信　
　
　
　
　
　
　
　以

上
概
容

釋
尼
慈
恵

10
月
17
日
寂 

梅
村
き
み
子（
89
）

今
川
町 

梅
村
宏
様
の
母

３
名
の
順
慶
寺
護
寺
会
員
の

方
が
生
前
の
役
割
を
終
え
ら

れ
、
浄
土
に
お
か
え
り
に
な

ら
れ
ま
し
た
。
合
掌

葬
儀
は
、
寺
院
葬
形
式
で
行
わ
れ
、
祭

壇
な
ど
を
用
い
な
い
形
式
。
二
年
前
に

行
っ
た
老
院
葬
儀
で
も
同
じ
形
式
で
葬

儀
を
行
っ
て
い
る
。

本
堂
葬
儀
は
、
護
寺
会
活
動
の
一
環
で
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

慶讃法要パンフレット表紙

編
集
部
短
信

編
集
雑
記



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

10 水
11 木  助音練習（14：00、順慶寺） 木 -2
12 金
13 土
14 日
15 月  泉田同行会議（13：00、順慶寺）

16 火  大掃除、おみがき（8：30、順慶寺）

17 水  花立て（8：30、順慶寺）
 助音練習（14：00、順慶寺）

18 木 木 -3
19 金  本堂荘厳・会場準備（9：00、順慶寺）
20 土  当山報恩講（初日、午前のみ）

21 日  当山報恩講（二日目、午前のみ）

22 月
23 火  勤労感謝の日
24 水  教化検討委員会（14：00、順慶寺）
25 木  木 -4
26 金
27 土
28 日  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺にて内勤め）
29 月
30 火

●
報
恩
講
で
の
コ
ロ
ナ
対
策
に
つ
い
て

10
月
末
現
在
、
コ
ロ
ナ
の
感
染
状

況
は
落
ち
着
い
て
い
ま
す
が
、
来

た
る
報
恩
講
で
も
、
万
全
を
期
し

て
、
検
温
、
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
実

施
し
、
マ
ス
ク
着
用
の
お
願
い
を
い

た
し
ま
す
。
体
温
が
３
７
．
５
度
以

上
の
方
は
、
本
堂
他
へ
の
入
場
を
お

断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
二
十
一
組
本
山
報
恩
講
団
参
自
粛

昨
年
に
引
き
続
き
本
年
も
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
本
山
報
恩
講

団
参
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
本
山
の
御
正
忌
報
恩
講
は
、

例
年
通
り
11
月
21
日
よ
り
28
日
ま

で
勤
修
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

都
合
の
つ
く
方
は
、
各
自
で
ご
参

詣
く
だ
さ
い
。

●
放
置
自
転
車
の
撤
去
に
つ
い
て

現
在
順
慶
寺
駐
車
場
に
放
置
し
て

あ
る
自
転
車
で
す
が
、
報
恩
講
終

了
時
ま
で
駐
輪
場
に
移
動
し
ま
す
。

そ
の
後
、
持
ち
主
の
申
し
出
が
な

い
場
合
は
撤
去
す
る
予
定
で
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
2021 年 11 月号　　　　【4】

おしらせ
し
ぶ
が
き

み
な
さ
ん
、
十
月
も
終
わ
り
に
な
っ
て

本
当
に
寒
く
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
夏
か

ら
冬
に
ひ
と
っ
飛
び
に
来
る
の
で
、
防
寒

具
や
布
団
入
れ
替
え
も
あ
っ
て
、
準
備
が

大
変
で
す
。

十
月
に
な
る
と
い
つ
も
、
亡
く
な
っ
た

お
祖
父
ち
ゃ
ん
が
大
切
に
し
て
い

た
富
士
柿
が
沢
山
実
っ
て
自

慢
し
て
食
べ
さ
せ
て
く
れ
た

の
を
思
い
出
し
ま
す
。
富
士

柿
は
蜂
屋
柿
（
甲
州
百
目
）

の
一
種
と
言
わ
れ
渋
柿
で
す
が
、

焼
酎
で
渋
が
抜
け
る
の
で
、
お
祖

父
ち
ゃ
ん
は
、
い
つ
も
て
い
ね
い

に
一
つ
一
つ
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
か
ぶ

11
月
行
事
内
容 

詳
細

せ
て
、
焼
酎
を
入
れ
て
渋
抜
き
を
し
て
く

れ
ま
し
た
。

お
祖
父
ち
ゃ
ん
は
歯
が
悪
く
、
や
わ
ら

か
い
柿
が
大
好
き
だ
っ
た
の
で
、
う
れ
し

そ
う
に
食
べ
さ
せ
て
く
れ
た
富
士
柿
は
た

ら
た
ら
の
柿
で
し
た
。

そ
の
と
き
に
い
つ
も
教
え
て
く
れ
た
俳

句
が
加
賀
の
千
代
女
の
俳
句
で
し
た
。

渋
柿
の

渋
柿
の

渋
が
そ
の
ま
ま
甘
み
か
な

渋
が
そ
の
ま
ま
甘
み
か
な

千
代
女

千
代
女

当
山
報
恩
講

11
月
20
日
（
土
）・
21
日
（
日
）

と
も
に
午
前
9
時
半
～
正
午

於
：
順
慶
寺
本
堂
・
玄
関
・
庫
裏

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
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ

り
、
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
・
三
河
地
域
、

二
日
目
を
泉
田
・
尾
張
地
区
の
ご
案
内

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
年
も
、
本
堂
で
の
法
要
を
庫
裏
と
玄

関
に
ラ
イ
ブ
中
継
し
、
間
隔
を
設
け
70

席
（
本
堂
35
席
、
玄
関
15
席
、
庫
裏
20

席
）
を
作
り
ま
す
。
増
席
も
可
能
で
す

の
で
、
人
数
制
限
を
し
な
い
予
定
で
す
。

な
お
、
お
斎
は
今
回
も
自
粛
致
し
ま
す
。

当
山
報
恩
講
日
程

11
月
20
日（
土
） 

 

9
時
30
分
～ 

お
勤
め

 

10
時
15
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

11
月
21
日（
日
） 

 

9
時
30
分
～ 

お
勤
め

 

10
時
15
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

コロナ対策により、諸活動は自粛中
現在、令和 4年度より順次自粛解
除の予定


