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【1】　　　　2022 年 6月 28 日発行

◆◇ 勤行本 ◇◆
古来、 本堂で大法要を勤めるときには、 助音講を中心に勤行本を使ってお勤めをしてきた。 今

も助音講には、『大谷声明集』 が寺から支給され、 毎月お勤めの練習をしている。 写真は、 江

戸時代の勤行本の版木。 江戸時代、 助音の方には手作業で印刷して製本したものを手渡した。

◇ 

流
さ
れ
ず
に
生
き
る
こ
と 

◇

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

「
花
の
香
り
は
風
に
逆
ら
っ
て
は
行
か
な
い
、

栴せ
ん

檀だ
ん
も
伽き
ゃ

羅ら

も
茉ま
つ

莉り

花か

の
香
り
も
。

し
か
し
、
良
い
人
の
香
り
は
風
に
逆
ら
っ
て
も
行
く
、

善
人
は
、
す
べ
て
の
方
向
に
香
り
を
放
つ
。

（
第
五
十
四
偈
）

栴
檀
や
伽
羅
、
は
た
ま
た
青
し
ょ
う

蓮れ
ん

華げ

や
ジ
ャ
ス
ミ
ン
と
、

こ
れ
ら
の
香
り
の
あ
る
素
の
う
ち
、

戒
を
具
え
た
人
の
発
す
る
香
り
は
こ
の
上
な
い

（
第
五
十
五
偈
）」

か
ら
の
引
用
で
す
。

今
月
の
と
こ
ろ
は
、
多
聞
第
一
と
し
て
、
釈
尊
に
い

つ
も
付
き
従
っ
た
、
阿
難
（
ア
ー
ナ
ン
ダ
）
が
、
美
し

い
も
の
や
素
晴
ら
し
い
香
り
は
、
風
に
よ
っ
て
流
さ
れ

て
い
く
が
、
自
分
も
つ
い
流
さ
れ
て
い
く
が
そ
れ
で
良

い
の
だ
ろ
う
か
と
心
配
に
な
り
、
釈
尊
に
質
問
し
た
こ

と
に
対
す
る
、
釈
尊
の
お
答
え
で
す
。

出
家
し
華
や
か
な
こ
と
か
ら
離
れ
た
も
の
に
は
、

世
間
の
華
々
し
さ
が
目
に
映
る
こ
と
は
な
い
は
ず
。
し

か
し
、
な
か
な
か
サ
ト
リ
に
行
き
着
く
こ
と
の
で
き

な
い
阿
難
は
世
間
の
華
や
か
さ
に
流
さ
れ
る
ば
か
り

で
し
た
。
苦
し
い
胸
の
内
を
打
ち
明
け
る
阿
難
に
対

し
て
、
釈
尊
は
、

「
殺せ
っ

生し
ょ
うか
ら
、
与
え
ら
れ
な
い
も
の
を
盗
る
こ
と
か

ら
、
愛あ
い

欲よ
く

に
よ
る
間
違
っ
た
行
為
か
ら
、
虚き
ょ

言げ
ん

か
ら
、

穀
物
酒
・
果
実
酒
に
よ
る
放ほ
う

逸い
つ
か
ら
遠
ざ
か
り
、
戒

を
守
り
、
善
い
法
に
従
っ
て
汚
れ
と
慳け
ん

貪ど
ん
が
な
く
な
っ

た
心
に
よ
っ
て
暮
ら
す
人
が
あ
り
ま
す
。
喜き

捨し
ゃ

を
喜

び
、
布
施
を
分
け
与
え
る
も
の
、
そ
の
よ
う
な
人
に

あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
ま
し
ま
す
修
行
者
や
婆ば

羅ら

門も
ん
た

ち
が
称
讃
を
述
べ
ま
す
」

と
い
い
、
善
き
こ
と
を
す
る
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
五
十
四
偈
よ
り

弟
子
の
阿
難
が
、
釈
尊
に
、
流

れ
に
逆
ら
っ
て
も
芳
し
く
香
る

も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
尋
ね

た
一
節
。
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今月の釈尊の言葉



《
さ
あ
、
も
う
帰
り
ま
し
ょ
う
》

堺
の
妙
好
人
・
吉
兵
衛
。
生
涯
聞
法
を

続
け
、
多
く
の
人
と
仏
法
に
つ
い
て
語
り

あ
っ
た
た
め
、
多
く
の
同
行
か
ら
一
目
お

か
れ
る
存
在
と
な
り
ま
し
た
。

あ
る
日
、
日
々
聞
法
を
続
け
て
い
た
泉

尾
新
田
の
嘉
助
と
い
う
同
行
が
吉
兵
衛
に

会
い
た
い
と
い
う
の
で
、
さ
っ
そ
く
嘉
助

の
お
宅
へ
善
兵
衛
と
い
う
同
行
が
吉
兵
衛

を
案
内
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

善
兵
衛
と
吉
兵
衛
が
嘉
助
の
お
宅
に
つ

き
、
門
口
に
入
る
と
、
待
ち
か
ね
て
い
た

嘉
助
が
出
迎
え
て
、

「
善
兵
衛
さ
ん
、
よ
う
来
て
く
れ
ま
し
た
。

今
度
は
お
浄
土
に
ま
い
ら
せ
て
も
ら
い
ま

す
わ
い
。」

と
挨
拶
し
ま
し
た
。
吉
兵
衛
は
、
傍
ら

で
そ
れ
を
聞
い
て
、

「
善
兵
衛
さ
ん
、
よ
う
つ
れ
て
来
て
く
れ

た
。
お
浄
土
へ
帰
っ
て
下
さ
る
お
方
に
対

面
さ
せ
て
く
れ
た
。
こ
う
い
う
方
の
お
家

の
お
庭
を
踏
ま
せ
て
貰
う
だ
け
て
も
エ
ラ

イ
こ
と
や
。
さ
あ
、
も
う
帰
り
ま
し
ょ
う
。」

と
言
っ
て
、
そ
そ
く
さ
と
庭
か
ら
出
て

帰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

後
日
、
失
礼
な
こ
と
に
な
っ
た
と
思
い
、

善
兵
衛
が
嘉
助
を
訪
ね
る
と
、

「
い
や
い
や
、
申
し
た
こ
と
が
は
げ
て
し

も
う
た
（
自
分
の
化
け
の
皮
が
剥
が
れ
た
）」

と
言
っ
て
、
大
い
に
反
省
し
て
い
た
と

い
い
ま
す
。

吉
兵
衛
の
聞
き
の
鋭
さ
が
、
嘉
助
を
導

い
た
一
幕
で
し
た
。

2022 年 7 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（26）

［第118回］

先
日
、
本
堂
で
の
法
事
で
、
お
祖

父
ち
ゃ
ん
に
手
を
引
か
れ
て
元
気
よ

く
お
手
洗
い
に
入
っ
て
い
く
、
可
愛

い
兄
弟
を
見
か
け
ま
し
た
。

本
堂
に
は
法
事
に
参
詣
さ
れ
る
沢

山
の
皆
さ
ん
が
来
ら
れ
て
い
ま
し
た

の
で
、
皆
様
に
挨
拶
を
し
た
り
し
て

い
る
と
、
先
ほ
ど
の
お
子
さ
ん
た
ち

が
ト
イ
レ
か
ら
出
て
き
て
、
き
ち
ん

と
ス
リ
ッ
パ
を
揃
え
て
い
る
の
が
目

に
入
り
ま
し
た
。

「
わ
あ
～
、
エ
ラ
イ
ね
！
」

と
、
思
わ
ず
感
動
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
小
さ
な
子
供
た
ち
の
仕
草
に

見
と
れ
な
が
ら
、
今
更
な
が
ら
「
う

ち
の
子
供
た
ち
は
す
っ
か
り
大
き
く

な
っ
た
け
ど
、
よ
そ
で
無
礼
を
し
て

い
な
か
」
と
心
配
な
気
持
ち
に
な
り

ま
し
た
。

そ
の
後
、
本
堂
の
前
を
通
り
か
か

る
と
、
兄
弟
の
小
さ
な
靴
が
正
面
に

二
足
揃
え
て
あ
り
ま
し
た
。
礼
儀
正

し
い
子
供
た
ち
の
姿
に
、
夏
の
暑
さ

を
忘
れ
清
々
し
気
持
ち
に
な
り
ま
し

た
。

ろ
で
ほ
め
讃
え
ら
れ
ま
す
と
勇
気
づ
け
ま

し
た
。

◇ 

善
き
こ
と
は
讃
え
ら
れ
る 

◇

浄
土
宗
の
開
祖
法
然
上
人
。
ど
ん
な
人
で

も
た
だ
念
仏
す
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
と
、
専

修
念
仏
を
説
か
れ
ま
し
た
。
菩
提
心
を
得
て

修
行
を
す
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
と
言
わ
れ
た

当
時
、
革
命
的
な
教
え
で
し
た
。

法
然
上
人
の
回
心
は
四
十
三
歳
の
と
き
。

善
導
大
師
の
『
観か
ん

経
ぎ
ょ
う

疏し
ょ

』
の
一
節
に
出
遇

わ
れ
、
一
心
に
お
念
仏
を
称
え
れ
ば
誰
も
が

必
ず
救
わ
れ
る
こ
と
を
確
信
。
以
降
、
日
課

六
万
遍
と
い
わ
れ
ほ
ど
お
念
仏
の
み
を
称
え

る
専
修
念
仏
の
道
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
法
然

上
人
に
教
え
を
請
う
人
は
多
く
、
関
白
・
九

条
兼
実
、
熊
谷
二
郎
直
実
を
は
じ
め
、
権
力

者
や
武
士
、
僧
侶
や
民
衆
が
集
ま
り
ま
し
た
。

こ
と
に
熊
谷
二
郎
直
実
の
苦
悶
は
、
激
し

い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
一
ノ
谷
の
戦
い
で
、

歴
戦
の
勇
士
・
直
実
と
平
家
の
若
武
者
だ
っ

た
平
敦
盛
が
一
騎
打
ち
と
な
り
、
敦
盛
が
落

馬
。
敦
盛
の
兜
を
と
っ
て
と
ど
め
を
刺
そ
う

と
す
る
と
、
自
分
の
子
供
と
同
じ
年
回
り
。

逃
し
て
や
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、味
方
が
や
っ

て
来
た
た
め
、
や
む
な
く
と
ど
め
を
刺
し
ま

し
た
。
敦
盛
の
腰
を
見
る
と
、
昨
日
聴
い
た

笛
が
さ
し
て
あ
っ
た
と
い
う
、『
平
家
物
語
』

の
一
節
は
有
名
で
す
。
そ
の
後
、
苦
悶
し
た

直
実
は
、
法
然
上
人
の
も
と
を
訪
ね
ま
す
。

そ
の
と
き
、
法
然
上
人
か
ら
授
け
ら
れ
た

の
が
念
仏
し
て
生
き
て
い
く
道
で
し
た
。
そ

の
後
、
直
実
は
、
敦
盛
の
遺
族
と
も
面
会
を

果
た
し
、
遺
品
を
手
渡
す
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
直
実
を
怨
み
返
還
を
拒
む
遺
族
に
対

し
て
、
法
然
上
人
が
、「
直
実
だ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
戦
場
か
ら
遺
品
を
持
っ
て
き
た
の
で

す
」
と
諭
し
た
と
い
い
ま
す
。

逆
風
の
中
で
も
、
徳
を
讃
え
る
こ
と
と
は

こ
の
こ
と
を
言
う
の
で
し
ょ
う
。

①【
阿
難
】　

釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
。
釈
尊
の
従
弟

と
い
わ
れ
、
晩
年
の
釈
尊
に
侍
者
と
し
て

二
十
五
年
間
仕
え
、
説
法
を
聞
く
こ
と
が
多

く
、「
多
聞
第
一
」
と
い
わ
れ
る
。
数
千
語
に

及
ぶ
釈
尊
の
説
法
を
一
語
も
間
違
え
ず
に
復

誦
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
ま
た
、
釈

尊
の
乳
母
と
阿
難
の
取
り
な
し
に
よ
り
、
女

性
出
家
の
教
団
の
手
助
け
を
し
た
。
釈
尊
の

生
前
に
は
つ
い
に
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き

ず
、
釈
尊
入
滅
後
、
マ
ガ
ダ
国
の
王
舎
城
で

行
わ
れ
た
第
一
回
結
集
（
お
経
の
編
纂
）
に

お
い
て
悟
り
を
開
き
、
経
蔵
を
ま
と
め
る
の

に
貢
献
し
た
。（『
日
本
大
百
科
全
書
』
よ
り
）

②【
熊
谷
二
郎
直
実
】

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
武

将
。
武
蔵
国
熊
谷
郷
（
現
・
埼
玉
県
熊
谷
市
）

を
本
拠
地
と
し
た
、
熊
谷
直
貞
の
次
男
。
は

じ
め
平
家
に
仕
え
て
い
た
が
、
石
橋
山
の
戦

い
を
契
機
と
し
て
源
頼
朝
に
臣
従
し
御
家
人

と
な
る
。
の
ち
に
出
家
し
て
法
然
の
門
徒
と

な
り
蓮
生
と
号
し
た
。（WIKIPEDIA

よ
り
）

《
第
二
十
七
回
　
御
文
さ
ま
》

月
参
り
や
七
日
参
り
の
際
、
一
番

最
後
に
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
が

御
文
で
す
。
そ
の
文
章
は
蓮
如
上

人
の
生
き
た
時
代
に
は
わ
か
り
や
す

い
言
葉
で
あ
っ
た
、
と
教
え
て
も
ら

い
ま
し
た
。

私
自
身
、
御
文
は
古
く
て
頭
に

入
っ
て
き
に
く
い
文
章
だ
と
無
意
識

に
思
っ
て
い
た
の
で
、
た
だ
な
ん
と

な
く
拝
読
す
る
だ
け
で
は
ダ
メ
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

し
た
。

蓮
如
上
人
の
御
文
に
何
を
学
ぶ

の
か
、
そ
う
い
う
視
点
で
拝
読
す
る

意
識
が
欠
け
て
い
た
な
と
反
省
し
て

い
ま
す
。

二
足
の
靴



◆
ハ
ク
ビ
シ
ン
の
シ
ミ
落
と
し
完
了
ー 

６

月
16
日
、
庫
裏
書
院
廊
下
に
見
つ
か
っ
た

ハ
ク
ビ
シ
ン
に
よ
る
天
井
の
汚
れ
除
去
が

業
者
に
よ
っ
て
完
了
し
た
。
ハ
ク
ビ
シ
ン

の
営
巣
が
確
認
さ
れ
て
か
ら
、お
よ
そ
二
ヶ

月
で
ほ
ぼ
営
巣
前
の
現
況
復
帰
と
な
っ
た
。

◆
同
朋
講
座
で
リ
モ
ー
ト
席
設
置
ー 

６

月
15
日
、
岡
崎
教
区
21
組
の
同
朋
講
座
で

初
め
て
リ
モ
ー
ト
配
信
に
よ
る
リ
モ
ー
ト

席
を
設
置
し
た
。
リ
モ
ー
ト
設
備
の
ノ
ウ

ハ
ウ
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
順
慶
寺
に
て
実
証

済
み
の
技
術
を
つ
か
っ
た
。

◆
消
防
設
備
定
期
点
検 

ー 

６
月
27
日
、

順
慶
寺
の
消
防
施
設
の
定
期
点
検
が
岡
崎

６
月
、
地
域
の
一
人
暮
ら
し
の
お
年
寄

り
が
孤
立
し
な
い
よ
う
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
よ
っ
て
地
域
ぐ
る
み
で
活
動
さ
れ
て
い

る
「
い
ず
み
の
会
」
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
集
ま
っ
た
皆

さ
ん
は
、
こ
の
人
も
あ
の
人
も
と
お
寺
と
ご

縁
の
あ
る
方
が
た
く
さ
ん
で
し
た
。
多
く

の
皆
さ
ん
が
つ
な
が
り
を
作
っ
て
楽
し
そ
う

に
さ
れ
て
い
る
の
知
り
、
改
め
て
勉
強
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

最
近
、
妹
に
痩
せ
た
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

大
学
に
進
学
し
て
か
ら
、
あ
ま
り
体
を
動

か
し
て
い
な
い
な
と
い
う
自
覚
は
あ
っ
た

の
で
す
が
、
と
う
と
う
目
に
見
え
て
わ
か

る
ぐ
ら
い
に
筋
肉
が
減
っ
て
き
た
様
で
す
。

や
は
り
健
康
の
為
に
も
運
動
す
る
べ
き
で

し
ょ
う
か
。（
若
）
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淨
香
院
釋
尼
妙
富

5
月
31
日
寂 

小
松
富
子（
93
）

名
古
屋
市 

小
松
俊
哉
様
の
母

清
綾
院
釋
尼
美
香

６
月
22
日
寂 

池
田
み
ち
子（
91
）

山
ノ
端
組 

池
田
康
志
様
の
母

6
月
度
護
寺
会
物
故
者

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、
法
事
等
で
本
堂
を

使
用
し
た
い
と
の
要
望
が
多
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。令
和
元
年
に
護
寺
会
員
に
通
知
し
た
、

「
法
事
等
に
お
け
る
本
堂
の
使
用
に
つ
い
て
」

を
当
紙
面
で
再
掲
い
た
し
ま
す
。
本
堂
で

法
事
等
を
催
さ
れ
る
場
合
は
、
十
分
配
慮

し
て
御
予
定
く
だ
さ
い
。

《
本
堂
の
法
事
等
使
用
に
お
け
る
注
意
点
》

１
、
法
事
等
は
、
自
宅
の
御
内
仏
で
執
り

行
う
こ
と
が
基
本
で
す
が
、
護
寺
会
員
に

限
り
本
堂
の
使
用
が
許
可
さ
れ
ま
す
。

２
、
本
堂
で
執
り
行
う
場
合
も
、
自
宅
で

執
り
行
う
法
要
と
同
じ
心
構
え
が
必
要

で
す
。
法
要
の
準
備
、
お
客
様
の
接
待

な
ど
は
、
必
ず
施
主
が
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

３
、
エ
ア
コ
ン
な
ど
の
空
調
、
荘
厳
（
仏
華
、

線
香
、
ロ
ー
ソ
ク
、
お
仏
供
等
）
に
関
す

る
も
の
は
護
寺
会
で
負
担
し
ま
す
。

《
法
要
前
日
ま
で
》

１
、
順
慶
寺
に
法
要
の
申
込
を
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
際
、
法
要
の
内
容
（
年
回
法
要

の
当
た
り
、
祥
月
、
志
な
ど
）、
僧
侶
の

人
数
（
役
僧
の
有
無
）、
当
日
の
参
詣
人

数
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

２
、当
日
に
必
要
な
も
の
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

⑴
茶
葉
、
お
菓
子
、
そ
の
他
接
待
に
必

要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
ご
準
備
下
さ

い
。
但
し
、
湯
飲
み
、
菓
子
器
、
お
湯
、

冷
蔵
庫
は
寺
で
準
備
が
あ
り
ま
す
。

⑵
お
斎　

施
主
で
ご
予
定
く
だ
さ
い
。

⑶
お
引
き　

施
主
で
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

⑷
お
供
え　

本
堂
の
御
本
尊
様
に
あ
げ

る
お
華
束
（
お
供
え
）
を
ご
準
備
く

だ
さ
い
。
お
華
束
に
は
、
お
餅
（
７
㎝

ほ
ど
の
大
き
さ
）
を
20
個
ご
準
備
く

だ
さ
い
。（
上
用
饅
頭
な
ど
の
菓
子
類

は
使
え
ま
せ
ん
。）

※
お
餅
は
、
法
要
終
了
後
、
参
詣
さ
れ

た
方
に
お
下
が
り
と
し
て
配
布
し
て

く
だ
さ
い
。

《
法
要
当
日
》

１
、
念
珠
、
該
当
者
の
法
名
等
必
要
な
も
の

を
忘
れ
ず
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
但
し
会
場
費
、
施
設
利
用
料
は
い
り

ま
せ
ん
。

２
、
施
主
は
法
要
開
始
30
分
前
に
は
順
慶
寺

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
参
詣
者
の
イ
ス
、

茶
菓
振
る
舞
い
（
南
落
間
で
接
待
）
な
ど

の
準
備
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
際
、

施
主
は
、
本
堂
に
参
詣
す
る
服
装
を
し
、

肩
衣
の
あ
る
方
は
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。

３
、
法
要
開
始
ま
で
に
、
僧
侶
に
お
華
束
と

な
る
お
餅
を
手
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

４
、
法
要
で
の
お
焼
香
は
、
読
経
中
に
行
い

ま
す
。
僧
侶
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

５
、
法
要
終
了
後
、
イ
ス
の
片
付
け
、
湯
飲

み
等
の
現
状
復
帰
を
し
て
く
だ
さ
い
。
お

華
束
、
お
供
え
な
ど
を
参
詣
者
に
配
布

し
て
く
だ
さ
い
。

６
、
す
べ
て
終
了
し
た
ら
、
お
斎
を
さ
れ
る

前
に
片
付
け
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
寺
の
も

の
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。　
　

以
上

常
歓
院
釋
尼
妙
兼

6
月
6
日
寂 

志
水
か
ね
を（
103
）

落
合
組 

志
水
謙
三
様
の
母

市
の
近
藤
商
会
に
よ
っ
て
実
施
。
消
防
設

備
の
定
期
点
検
は
、
半
年
に
一
度
実
施
さ

れ
て
い
る
。

さる、５月27日、山ノ端組の鈴木市成さんご夫妻が、
順慶寺庫裏玄関に、ハナショウブを二鉢届けて下さい
ました。お花は、ご自宅で育てて下さり、見頃を迎え
たころに、重い鉢を順慶寺に運んで下さいました。

お見事・ハナショウブ

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

法
事
等
の
本
堂
使
用
マ
ニュ
ア
ル

鈴木市成夫妻さんによるハナショウブ（庫裏前にて）

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

汚れ除去前の玄関通路天井

ホームページ
にも掲載中

再掲



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 金  寺カフェ（9：00～12：00、順慶寺本堂南落間にて）
2 土
3 日
4 月
5 火
6 水
7 木  富士松真宗教団夏期講座（9：30、今川町・乘蓮寺） 木 -1
8 金
9 土  助音講（19：00、順慶寺本堂）

10 日
11 月
12 火
13 水
14 木 木 -2
15 金  責役総代会（17：00、順慶寺本堂）

16 土  順慶寺こどもかい（9：00、順慶寺本堂）
17 日
18 月  真宗講座（19：00、順慶寺本堂）
19 火
20 水  教化委員会（14：00、順慶寺本堂）
21 木 木 -3
22 金
23 土
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂） 木 -4
29 金
30 土
31 日

●
７
月
も
寺
カ
フ
ェ
開
催

５
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
寺
カ
フ
ェ
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
毎
回
四
十
名

ほ
ど
の
お
客
さ
ん
が
来
ら
れ
、
寺

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
花
を

咲
か
せ
て
い
ま
す
。
７
月
も
１
日
午

前
９
時
か
ら
開
催
さ
れ
ま
す
。
大

勢
の
皆
さ
ん
の
お
越
し
を
心
よ
り

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
護
寺
会
費
未
納
の
方
は
お
早
め
に

順
慶
寺
護
寺
会
で
は
、
５
月
末

日
ま
で
に
護
寺
会
費
の
納
入
を
お

願
い
し
て
お
り
ま
す
。
６
月
末
日

現
在
未
納
の
方
が
若
干
あ
り
ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
で
の
納
入
は
、
６
月
末
が

期
限
と
な
り
ま
す
の
で
、
未
納
の

方
は
お
早
め
に
ご
納
入
く
だ
さ
い
。

●
公
開
講
座
に
東
大
の
牧
野
先
生

10
月
に
開
催
予
定
の
順
慶
寺
公
開

講
座
で
す
が
、
今
年
は
、
教
化
検

討
委
員
会
で
も
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務

め
て
下
さ
っ
た
、
東
京
大
学
大
学
院

教
授
・
牧
野
篤
先
生
を
講
師
に
迎

え
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

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

7 月の主な行事予定
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おしらせ

土
用
し
じ
み

み
な
さ
ん
、
７
月
に
な
る
と
鬱
陶
し

い
梅
雨
も
お
わ
り
、
い
よ
い
よ
夏
本
番
で

す
ね
。
こ
の
ご
ろ
は
、
夏
の
暑
さ
が
特
別

な
の
で
、
夏
負
け
し
な
い
よ
う
に
心
が
け

な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

夏
の
土
用
の
意
味
は
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。
土
用
と
は
、
四
立
（
立
春
、
立
夏
、

立
秋
、
立
冬
）
の
直
前
の
約
十
八
日
間
の

こ
と
を
言
い
、
こ
の
期
間
中
の
丑
の
日
は

全
て
「
土
用
の
丑
の
日
」
と
な
る
そ
う
で

す
。
で
す
か
ら
、
土
用
の
丑
と
は
、
夏
に

限
り
ま
せ
ん
が
、
夏
の
土
用
は
、
特
に
暑

い
の
で
、
栄
養
を
つ
け
る
意
味
で
ウ
ナ
ギ

を
食
べ
る
習
慣
が
で
き
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
古
く
か
ら
夏
の
土
用
の
丑

7
月
行
事
内
容 

詳
細

に
シ
ジ
ミ
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
る
そ
う
で

す
。
実
は
ウ
ナ
ギ
の
旬
は
秋
以
降
で
す
が
、

シ
ジ
ミ
は
夏
に
旬
を
迎
え
て
栄
養
満
点
だ

か
ら
だ
と
聞
き
ま
し
た
。

人
々
に

人
々
に

土
用
蜆
の
よ
ろ
こ
ば
る

土
用
蜆
の
よ
ろ
こ
ば
る

青
山
友
枝

青
山
友
枝

富
士
松
真
宗
教
団 

夏
期
講
座

7
月
7
日（
木
）

 

午
前
9
時
半
～ 

今
川
町
乘
蓮
寺

 

講
　
　
師 

平
原
晃
宗
氏

富
士
松
地
区
の
真
宗
寺
院
八
ヶ
寺
合
同

で
行
う
夏
期
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

例
年
、
地
域
同
行
を
中
心
に
開
催
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
本
年
か
ら
は
、
一
般

に
公
開
講
座
と
し
て
開
催
し
ま
す
。

講
師
に
は
、
京
都
よ
り
大
谷
高
校
の
宗

教
科
教
諭
で
あ
る
、
平
原
晃
宗
氏
を
迎

え
ま
す
。
平
原
氏
は
、
住
職
の
後
輩
に

あ
た
り
現
在
活
躍
中
の
先
生
で
す
。

本
年
の
参
加
費
は
無
料
で
す
。
是
非
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

上
半
期
・
教
化
委
員
会

7
月
20
日（
水
）

令
和
四
年
度
、
順
慶
寺
の
諸
活
動
は
コ

ロ
ナ
の
感
染
状
況
に
配
慮
し
な
が
ら
、

寺
カ
フ
ェ
、
子
ど
も
会
の
発
足
を
は
じ

め
、
例
会
、
各
講
座
な
ど
も
活
動
を
再

開
さ
せ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で

の
活
動
を
検
証
し
、
今
後
の
活
動
に
対

し
て
意
見
を
交
換
す
る
た
め
、
賛
助
会

役
員
、
護
寺
会
四
役
等
で
構
成
す
る
、

教
化
委
員
会
を
開
催
し
ま
す
。


