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◆◇ 四十九年ぶりの再会 ◇◆
順慶寺では、毎年、倶会一処式と銘打って、五十回忌まで納骨堂に預かっていたお骨を施主に返還し、

施主により、 納骨堂下部の共同墓地に埋骨していただいている。 五十回忌となると、 多くの施主が孫

世代になるが、 中には親や子供が五十回忌を迎える場合がありさまざまである。

◇ 

善
い
行
い
は
喜
び
を
増
幅
す
る 

◇

今
月
の
釈
尊
の
言
葉
は
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
よ
り

「
行
い
の
善
い
人
は
、
こ
の
世
で
も
あ
の
世
で
も

ふ
た
つ
の
と
こ
ろ
で
共
に
幸
せ
で
あ
る
。

自
分
の
清
ら
か
な
行
い
を
見
て
、

か
れ
は
喜
び
、
幸
せ
で
あ
る
」（
第
十
六
偈
）

「
行
い
の
善
い
人
は
、
こ
の
世
で
も
あ
の
世
で
も

ふ
た
つ
の
と
こ
ろ
で
共
に
喜
ぶ
。

私
は
善
い
こ
と
を
し
た
と
思
っ
て
喜
び
、

善
い
境
遇
に
生
ま
れ
、
さ
ら
に
喜
ぶ
」（
第
十
八
偈
）

か
ら
の
出
典
で
す
。
釈
尊
は
、
善
い
こ
と
を
す
る
人

は
、
今
の
状
況
を
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
後

に
も
喜
び
の
世
界
に
生
活
で
き
、
さ
ら
に
喜
び
が
増
す

の
だ
と
教
え
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
法
語
は
、
釈
尊
が
祇
園
精
舎
に
滞
在
し
て
お

ら
れ
た
と
き
、
十
四
人
の
子
供
と
妻
を
養
う
長
老
の
信

者
の
こ
と
を
語
っ
た
お
言
葉
で
す
。

十
四
人
の
子
供
を
も
つ
長
老
は
、
常
に
戒
律
を
守
り
、

善
い
行
い
を
す
る
こ
と
を
常
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
施

し
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
病
を
得
て
か
ら
は
、

体
が
弱
り
衰
弱
し
て
い
き
ま
し
た
。
余
命
幾
ば
く
な
い

と
き
、
長
老
は
、
釈
尊
に
お
願
い
し
て
、
十
六
人
の
弟
子

を
迎
え
、『
①

大だ
い

念ね
ん

処じ
ょ

経き
ょ
う』

を
拝
読
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

す
る
と
、
天
か
ら
天
人
た
ち
が
や
っ
て
き
て
、
長
老

を
天
界
に
つ
れ
て
行
こ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
長

老
は
、
お
経
を
続
け
て
聞
き
た
か
っ
た
た
め
、「
帰
っ
て

く
だ
さ
い
」
と
大
声
で
叫
び
ま
し
た
。
大
し
た
大
声
に
、

天
人
は
お
ろ
か
比
丘
も
驚
い
て
、
み
な
帰
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
天
人
も
比
丘
も
、
長
老
が
死
を
恐
れ
て
、
大

声
を
出
し
た
の
だ
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

や
が
て
長
者
は
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
釈
尊
は
、
長

者
が
②

兜と

率そ
つ

天て
ん

に
往
生
が
で
き
て
、
喜
び
の
場
所
に
再

生
し
た
こ
と
を
知
り
、
弟
子
た
ち
に
、
善
い
行
い
を
す

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
十
六
偈
よ
り

常
に
善
行
を
し
て
き
た
長
者
が
、

妻
と
十
四
人
の
子
供
を
遺
し
、
兜

率
天
に
往
生
し
た
話
で
す
。
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こ
の
と
こ
ろ
の
東
海
地
方
の
夏
の
暑

さ
は
厳
し
く
、
残
暑
も
す
ご
い
で
す
。

北
陸
育
ち
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
こ
の

年
々
暑
さ
が
厳
し
く
な
る
夏
に
閉
口
し

て
し
ま
い
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
を
知
っ
て
か
、
涼
し
く

な
り
始
め
る
と
聞
こ
え
る
、
ツ
ク
ツ
ク

ボ
ウ
シ
の
鳴
き
声
も
あ
ま
り
聞
こ
え
な

か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ツ
ク
ツ
ク
ボ

ウ
シ
も
北
の
方
へ
避
暑
し
て
し
ま
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

そ
の
上
、
温
暖
化
の
影
響
で
毎
週
の

よ
う
に
台
風
が
や
っ
て
来
ま
す
。
進
路

に
当
た
ら
れ
た
皆
さ
ん
は
、
大
変
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
大
風
が
吹
く
度
、
落

ち
葉
は
き
が
大
変
な
の
で
、
そ
う
し
て

い
る
う
ち
に
冬
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
で

す
。

「
夏
の
次
は
冬
だ
よ
！
」

と
、
お
彼
岸
で
お
寺
参
り
さ
れ
た
方

が
話
し
て
行
か
れ
ま
し
た
が
、
妙
に
納

得
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

日
本
の
秋
は
、
今
は
昔
。
お
彼
岸
に

咲
い
た
彼
岸
花
に
思
わ
ず
話
し
か
け
て

し
ま
い
ま
す
。

る
も
の
は
、
こ
の
世
の
中
で
も
喜
ば
れ
、
そ

の
後
に
も
喜
ば
れ
続
け
る
と
諭
さ
れ
た
と
い

い
ま
す
。

◇ 

欲
は
や
が
て
自
ら
を
苦
し
め
る 

◇

昨
年
夏
に
開
催
さ
れ
た
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
も
関
わ
ら
ず
、
閉

会
時
に
は
「
困
難
な
状
況
下
で
も
世
界
に
希

望
を
与
え
た
」
と
の
Ｉ
Ｏ
Ｃ
バ
ッ
ハ
会
長
の

言
葉
で
閉
幕
し
ま
し
た
。
唯
一
無
二
と
言
わ

れ
た
、
難
し
い
状
況
の
中
で
の
開
催
で
、
無

難
に
大
会
を
終
え
る
こ
と
の
で
き
た
大
会
関

係
者
の
努
力
が
評
価
さ
れ
た
部
分
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
大
会
を
終
え
、
大
会
の
整
理

を
し
て
い
く
う
ち
に
、
東
京
五
輪
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
大
会
組
織
委
員
会
の
高
橋
治
之
・

元
理
事
が
、
大
会
ス
ポ
ン
サ
ー
だ
っ
た
紳
士

服
大
手
「
Ａ
Ｏ
Ｋ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
」

側
か
ら
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
と
し
て
、
東

京
地
検
特
捜
部
に
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、「
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
」
か
ら
も
賄

賂
が
あ
っ
た
と
か
、
メ
イ
ン
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
販
売
で
も
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、

次
々
と
疑
惑
が
明
る
み
に
出
て
い
ま
す
。

必
死
に
運
営
の
手
助
け
を
し
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
人
た
ち
を
傍
目
に
、
甘
い
汁
を

吸
っ
た
人
々
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
と
、
や

は
り
そ
う
か
と
の
落
胆
と
と
も
に
、
釈
尊
が
、

『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
で

「
も
の
ご
と
を
す
ば
や
く
処
理
す
る
人
が
、

道
理
に
従
う
人
で
は
な
い
」（
二
五
六
偈
）

と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
、
頷
け
て
き
ま
す
。

私
利
私
欲
に
走
り
、
多
く
の
人
の
こ
と
を
考

え
ず
に
物
事
を
判
断
す
る
人
が
、
す
ば
や
く

決
断
す
る
人
と
言
う
の
だ
と
。

私
利
私
欲
に
走
れ
ば
、
や
が
て
苦
し
み
と

な
っ
て
自
分
に
返
り
、
苦
し
み
を
受
け
た
身

の
上
に
更
に
批
難
を
受
け
る
。
髙
橋
容
疑

者
の
今
を
考
え
る
と
、
自
業
自
得
と
し
か
言

い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

①【
大
念
処
経
】　

マ
ハ
ー
サ
テ
ィ
パ
ッ
タ
ー
ナ
・
ス
ッ
タ
と
呼
ば

れ
る
、
初
期
南
伝
仏
教
の
パ
ー
リ
仏
典
経
蔵

長
部
の
第
二
十
二
経
。
釈
尊
が
説
い
た
、
覚
り

へ
と
導
く
、
比
類
の
な
い
経
典
と
し
て
人
気
が

高
い
。
四
念
処
を
は
じ
め
と
す
る
瞑
想（
正
念
）

実
践
に
つ
い
て
の
内
容
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
四
念
処
と
は
）

身
念
処- 

身
体
の
不
浄
を
観
ず
る

受
念
処- 

一
切
の
受
は
苦
で
あ
る
と
観
ず
る

心
念
処- 

心
の
無
常
を
観
ず
る

法
念
処- 

諸
法
の
無
我
を
観
ず
る

②【
兜
率
天
】

仏
教
の
世
界
観
に
現
れ
る
天
界
の
一
つ
。
兜
率

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ト
ゥ
シ
タ
（
満
足
さ
れ

る
の
意
）
の
音
訳
で
、
覩
史
多
と
も
書
か
れ

る
。
須
弥
山
の
上
空
に
位
置
し
、
三
界
の
う
ち

の
欲
界
に
属
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
天
は
六
欲

天
の
下
か
ら
四
番
目
に
あ
た
り
、
そ
の
住
人
は

欲
望
の
束
縛
を
か
な
り
脱
し
て
い
る
。
七
宝
の

宮
殿
に
内
外
の
二
院
が
あ
り
、
内
院
は
将
来

仏
と
な
る
べ
き
菩
薩
の
最
後
身
の
住
処
と
さ

れ
、
外
院
は
眷
属
の
天
子
衆
の
遊
楽
の
場
と

さ
れ
る
。（
世
界
大
百
科
事
典
よ
り
）

《
第
三
十
回
　
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
》

最
近
、
経
典
を
読
み
進
め
て
い

く
過
程
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を

調
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

す
る
と
以
外
に
も
日
常
で
使
う

日
本
語
に
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

が
由
来
の
も
の
が
多
く
あ
る
事
に

気
づ
き
ま
し
た
。

ア
バ
タ
ー
や
旦
那
、
摩
訶
不
思

議
の
「
摩
訶
」
な
ど
、
聞
き
な
じ

み
の
あ
る
言
葉
で
す
。

数
千
年
も
前
に
他
国
で
生
ま
れ

た
言
葉
が
現
代
日
本
に
つ
な
が
っ

て
い
る
、
と
い
う
事
実
に
密
や
か

に
感
動
し
て
い
ま
し
た
。

そ
う
で
す
ね
。
順
慶
寺
は
、
泉
田

町
神ご
う

戸ど

の
信
号
か
ら
見
る
と
、
山

門
や
本
堂
が
西
に
一
直
線
に
見
え
ま
す
。
夏

場
は
、
太
陽
が
高
く
、
夕
暮
れ
に
な
っ
て
も

山
門
や
本
堂
に
太
陽
が
隠
れ
る
の
で
、
夕
陽

は
あ
ま
り
目
に
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、
太
陽
が
低
く
な
っ

て
、
夕
暮
れ
時
の
太
陽
は
眩
し
い
も
の
で
す
。

と
く
に
、
西
に
向
か
っ
て
車
を
運
転
す
る
と

き
な
ど
は
、
眩
し
い
も
の
で
す
ね
。

で
は
、
ど
う
し
て
、
本
堂
は
西
を
向
い
て

建
て
ら
れ
て
い
る
か
で
す
。
こ
れ
は
、
御
本

尊
の
阿
弥
陀
如
来
が
西
方
浄
土
に
ま
し
ま
す

か
ら
で
す
。
よ
く
ご
家
庭
に
御
内
仏
を
安

置
さ
れ
る
と
き
に
、
方
向
を
聞
か
れ
ま
す
が
、

そ
の
際
に
も
、「
御
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
が

西
方
浄
土
に
ま
し
ま
す
の
で
、
西
に
向
か
っ

て
御
本
尊
を
仰
げ
る
よ
う
に
安
置
し
て
く

だ
さ
い
」、
と
言
い
ま
す
が
そ
れ
と
同
じ
こ

と
で
す
。

法
事
の
と
き
に
い
た
だ
い
て
い
る
、『
仏

説
観
無
量
寿
経
』
に
は
、「
日
想
観
」
と
い

う
修
法
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
西
の
方
角
に

向
き
、
心
を
落
ち
着
け
て
自
分
の
目
で
落
日

を
じ
っ
く
り
と
見
つ
め
、
太
陽
が
沈
ん
だ
後

は
暗
く
な
り
静
寂
が
訪
れ
ま
す
が
、
ま
だ
そ

こ
に
太
陽
が
あ
る
か
の
よ
う
に
瞑
想
し
、 

太

陽
を
感
じ
る
方
法
で
す
。
こ
れ
で
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
世
界
を
感
じ
て
い
き
ま
す
。

西
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
す
の
は
、
そ
れ

に
準
じ
た
意
味
が
あ
り
ま
す
。

秋になると夕陽がとって
もまぶしくて山門や本堂

がぴったり逆光です。どうして、
お寺は西を背にしているの？

ま
す
ま
す

小
さ
い
秋

コーナーコーナー



◆
寺
カ
フ
ェ
で
「
オ
レ
オ
レ
詐
欺
」
講
座 

＝ 

さ
る
9
月
１
日
、
第
一
回
寺
カ
フ
ェ
講

座
と
題
し
て
、
刈
谷
警
察
署
か
ら
島
田
警

部
補
を
講
師
に
「
オ
レ
オ
レ
詐
欺
」
講
座

が
開
か
れ
た
。
二
十
名
ほ
ど
の
寺
カ
フ
ェ
に

集
ま
っ
た
方
が
、
本
堂
で
熱
心
に
講
座
に

聞
き
入
っ
た
。
写
真
は
上
部
に
掲
載
。

◆
同
朋
ゼ
ミ
開
講 

＝ 

さ
る
9
月
15
日
、

順
慶
寺
本
堂
に
て
第
一
回
同
朋
ゼ
ミ
が
十
二

名
の
参
加
で
開
催
さ
れ
た
。
住
職
よ
り

同
朋
ゼ
ミ
の
趣
旨
が
説
明
さ
れ
オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
た
。
以
降
、
ゼ
ミ
は

隔
月
で
奇
数
月
の
15
日
に
開
催
の
予
定
。

◆
老
人
会
追
弔
会
を
開
催 

＝ 

さ
る
9
月

20
日
、
泉
田
町
の
老
人
ク
ラ
ブ
主
催
の
追

弔
会
が
開
催
さ
れ
た
。
当
日
、
台
風
14
号

が
通
過
し
た
直
後
で
、
開
催
が
危
ぶ
ま
れ

た
が
、
朝
に
は
晴
天
と
な
り
予
定
通
り
開

催
さ
れ
た
。
物
故
者
二
十
一
名
の
家
族
に
よ

る
焼
香
、
住
職
の
法
話
が
あ
っ
た
。

こ
の
と
こ
ろ
の
温
暖
化
で
、
台
風
が
強

力
に
な
り
大
型
化
し
て
い
ま
す
の
で
、
今

後
、
日
本
の
国
土
に
大
き
な
影
響
が
で
る

の
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
先
に
、
県
仏
教
会

の
理
事
会
に
出
席
し
た
と
こ
ろ
、
市
に
よ
っ

て
災
害
時
の
避
難
場
所
と
し
て
寺
を
指
定

す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
理

事
か
ら
、
寺
は
畳
が
あ
り
避
難
場
所
と
し

て
は
最
適
だ
が
、
防
災
設
備
を
完
備
す
る

の
は
難
し
い
と
の
意
見
も
出
て
い
ま
し
た
。

や
は
り
寺
が
防
災
に
貢
献
す
る
の
は
簡
単

で
な
い
と
認
識
し
ま
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

夏
休
み
も
終
わ
り
、
大
学
院
で
の
講
義

が
始
ま
り
ま
し
た
。
大
学
ま
で
は
車
で
移

動
し
て
い
る
の
で
す
が
、
最
近
は
そ
の
車

中
で
法
話
を
聞
い
て
い
ま
す
。
ユ
ー
チ
ュ
ー

ブ
な
ど
で
気
軽
に
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
皆
さ
ん
も
聴
い
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。（
若
）
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清
雅
院
釋
尼
妙
倉

9
月
3
日
寂 

横
山
く
ら
子（
73
）

山
ノ
端
組 

横
山
幸
司
様
の
母

9
月
度
護
寺
会
物
故
者

さ
る
９
月
12
日
、
順
慶
寺
に
て
祠
堂
法
要

と
倶
会
一
処
式
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
、
秋
風
を
感
じ
る
日
和
と
な
り
、
大

勢
の
人
が
順
慶
寺
に
参
詣
さ
れ
ま
し
た
。

法
要
は
、
午
前
中
の
み
の
日
程
。
は
じ
め

に
祠
堂
法
要
（
過
去
五
十
年
間
に
祠
堂
が
あ

が
っ
た
方
の
法
要
）
が
あ
り
ま
し
た
。
住
職

他
の
僧
侶
が
読
経
す
る
中
、
本
堂
前
に
三
つ

置
か
れ
た
焼
香
台
（
一
つ
は
立
焼
香
）
で
参

詣
者
が
焼
香
し
ま
し
た
。

参
詣
者
は
、
今
回
も
一
度
に
大
勢
の
人
が
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
保
っ
て
着
席

で
き
る
よ
う
、
本
堂
と
南
落
間
、
書
院
、
庫

裏
に
着
席
で
き
る
よ
う
に
段
取
り
を
し
ま
し

た
。
書
院
と
庫
裏
は
、本
堂
の
映
像
を
リ
モ
ー

ト
配
信
し
た
リ
モ
ー
ト
席
で
し
た
が
、
本
堂

に
入
り
き
れ
な
い
参
詣
者
が
、
着
席
さ
れ
ま

し
た
。
リ
モ
ー
ト
席
に
着
か
れ
た
皆
様
も
、

焼
香
の
時
に
は
、
本
堂
の
参
詣
者
が
終
了
し

た
後
、
本
堂
の
焼
香
台
に
て
焼
香
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

読
経
と
焼
香
が
終
了
し
て
か
ら
、
倶
会
一

処
式
を
執
行
し
ま
し
た
。
倶
会
一
処
式
は
、

順
慶
寺
の
須
弥
壇
納
骨
や
納
骨
堂
に
納
骨
さ

れ
た
方
の
中
で
、
五
十
回
忌
を
迎
え
ら
れ
た

方
へ
の
ご
案
内
。
案
内
が
あ
っ
た
方
の
三
分

の
二
ほ
ど
の
方
が
集
ま
ら
れ
、
名
前
が
呼
ば

れ
る
と
本
堂
に
一
時
移
さ
れ
た
お
骨
を
受
け

取
り
、
お
骨
を
抱
き
な
が
ら
、
参
詣
者
全
員

と
正
信
偈
を
唱
和
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
お

骨
を
受
け
取
ら
れ
た
方
は
、
納
骨
堂
に
移
動

し
、
各
自
、
納
骨
堂
下
部
に
埋
骨
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
も
、
リ
モ
ー
ト
席
を
設

け
て
沢
山
の
方
が
集
ま
ら
れ
た
様
子
を
見
ら

れ
た
、
三
年
ぶ
り
に
法
話
を
し
て
い
た
だ
い

た
、
伊
奈
祐
諦
先
生
は
、
こ
う
し
た
法
要
は

初
め
て
で
す
と
驚
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
も
お
斎
は
、
弁
当
と
と
な
り
ま
し
た

が
、
お
斎
に
は
お
勝
手
会
の
八
名
が
腕
を
振

る
っ
て
下
さ
り
、
立
派
な
お
寿
司
弁
当
が
で

き
ま
し
た
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
寄
進
・
白
米
二
斗　

今
川
西　

塚
本
敬
様

恭
循
院
釋
観
和

9
月
6
日
寂 

岡
川
和
利（
68
）

泉
田
町 

岡
川
信
行
様
の
弟

源
性
院
釋
正
受

9
月
10
日
寂 

神
谷
正
治（
80
）

市
場
上
組 

神
谷
英
俊
様
の
父

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

祠
堂
法
要
・
倶
会
一処
式
開
催

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

リ
モ
ー
ト
席
も
活
用
し
参
詣
者
を
迎
え
る

祠堂法要写真館祠堂法要写真館

伊奈先生の法話

倶会一処で納骨に埋骨 書院のリモート席

島田警部補によるオレオレ詐欺講座（寺カフェにて）



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 土  寺カフェ（9：00～11：00、順慶寺本堂南落間にて）
2 日  助音講①（19：00、順慶寺本堂）
3 月  おたのしみ会（14：00、順慶寺本堂）
4 火
5 水
6 木 木 -1
7 金
8 土  公開講座（14：00、順慶寺本堂）
9 日

10 月
11 火
12 水
13 木 木 -2
14 金  総代OB会総会（13：30、順慶寺本堂）
15 土  順慶寺こどもかい（9：00、順慶寺本堂）
16 日  助音講②（19：00、順慶寺本堂）

17 月
18 火
19 水
20 木 木 -3
21 金
22 土
23 日
24 月
25 火
26 水
27 木 木 -4
28 金  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 土
30 日
11/1 月  寺カフェ（9：00～11：00、順慶寺本堂南落間にて）
11/2 火
11/3 水

●
帰
敬
式
受
式
者
募
集
に
つ
い
て

十
一
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
当
山
報

恩
講
の
初
日
に
、
三
年
に
一
度
実
施

し
て
い
る
帰
敬
式
（
お
剃
刀
の
儀
）

を
実
施
し
ま
す
。
昨
年
、
コ
ロ
ナ
禍

で
実
施
を
見
送
り
ま
し
た
の
で
、
四

年
ぶ
り
の
帰
敬
式
と
な
り
ま
す
。
護

寺
会
会
員
の
皆
様
に
は
、
ご
案
内
を

封
書
に
て
お
報
せ
い
た
し
ま
す
。

●
10
月
か
ら
お
取
越
は
じ
め
ま
す

10
月
中
旬
よ
り
、
順
次
各
地
の
お
取

越
（
在
家
報
恩
講
）
を
開
始
い
た
し

ま
す
。
戸
別
に
参
詣
に
上
が
る
お
宅

は
、
事
前
に
ハ
ガ
キ
で
参
詣
日
時
を

お
報
せ
い
た
し
ま
す
。

●
本
山
報
恩
講
団
参
に
つ
い
て

本
年
11
月
21
日
、
岡
崎
教
区
二
十
一

組
門
徒
会
主
催
で
、
本
山
報
恩
講
へ

の
団
体
参
拝
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
参

加
希
望
の
方
は
、
本
堂
に
参
拝
申
込

書
を
置
い
て
お
き
ま
す
の
で
、
申
込

期
限
（
10
月
20
日
）
ま
で
に
料
金
を

添
え
て
、
順
慶
寺
ま
で
申
込
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

10 月の主な行事予定
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おしらせ
読
書
の
秋

み
な
さ
ん
、
お
彼
岸
が
過
ぎ
る
と
、
少

し
過
ご
し
や
す
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
よ

う
や
く
、
ク
ー
ラ
ー
が
な
く
て
も
寝
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
体
調
も
万
全
に
な
っ

て
、
食
欲
も
出
て
き
ま
し
た
。
で
も
食
べ

過
ぎ
は
体
に
悪
い
の
で
禁
物
で
す
。

秋
に
な
る
と
、
夕
方
に
な
る
と
あ
っ
と

い
う
間
に
日
が
沈
ん
で
、
夜
が
長
い
で
す

ね
。
皆
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て

い
ま
す
か
。
私
は
、
こ
の
ご
ろ
、
本
を
読

む
の
が
好
き
に
な
っ
て
、
夜
に
な
る
と
毎

日
本
を
読
ん
で
い
ま
す
。
下
宿
で
は
テ
レ

ビ
は
ほ
と
ん
ど
見
ま
せ
ん
の
で
、
意
外
と

集
中
で
き
る
ん
で
す
よ
。

と
こ
ろ
で
、
秋
に
読
書
を
す
る
習
慣
は
、

10
月
行
事
内
容 

詳
細

古
く
か
ら
あ
る
わ
け
で
な
い
そ
う
で
す
。

夏
目
漱
石
が
『
三
四
郎
』
で
中
国
唐
代
詩

人
・
韓
か
ん

愈ゆ

の
漢
詩
か
ら
「
燈
火
親
し
む
べ
し
」

と
い
う
部
分
を
を
引
用
し
て
、
夜
長
に
読

書
と
い
う
習
慣
が
出
来
た
そ
う
で
す
。

雁
鳴
く
や

雁
鳴
く
や

秋
た
だ
な
か
の
読
書
の
灯

秋
た
だ
な
か
の
読
書
の
灯

飯
田
蛇
笏

飯
田
蛇
笏

公
開
講
座

10
月
8
日（
土
）

	

午
後
２
時
～	

順
慶
寺
本
堂

	

講	

師	

東
京
大
学
大
学
院
教
授	

牧
野
篤
氏

令
和
元
年
以
来
、
三
年
ぶ
り
に
公
開
講

座
を
開
催
し
ま
す
。
今
回
の
講
師
は
、

教
化
検
討
委
員
会
で
も
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

に
な
っ
て
頂
い
た
、
東
京
大
学
大
学
院

教
授
の
牧
野
篤
先
生
。

牧
野
先
生
は
、
刈
谷
市
天
王
町
の
ご
出

身
で
、
泉
田
町
育
ち
。
地
元
の
富
士
松

南
小
学
校
、
富
士
松
中
学
卒
業
。
名
古

屋
大
学
教
授
か
ら
東
京
大
学
教
授
に
就

任
さ
れ
て
い
ま
す
。
専
門
は
教
育
学
。

と
く
に
、
生
涯
学
習
に
力
を
入
れ
て
お

ら
れ
、
社
会
福
祉
事
業
の
一
環
と
し
て
、

各
地
の
村
お
こ
し
な
ど
の
手
伝
い
や
ア

ド
バ
イ
ス
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
寺
院
関

係
で
は
、
東
京
・
芝
の
増
上
寺
な
ど
の

改
革
に
も
助
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
変
お
忙
し
い
中
、順
慶
寺
の
ア
フ
タ
ー

コ
ロ
ナ
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
兼
ね
て
、

今
回
の
ご
縁
と
な
り
ま
し
た
。

牧野篤先生


