
報恩講での市野先生の話に聞き入る参詣者（11 月１8 日、順慶寺本堂にて）
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◆◇ 順慶寺大肩衣 ◇◆
順慶寺では、 大法要で役を持って頂いた方に、 大肩衣を着用するように勧めている。 肩衣

は当初に、 助音講専用の大肩衣（男性は緑、 女性は赤） が作られたが、 その後、 役員も

着用した方がよいとの意見が出て、 護寺会総代・総代ＯＢ用の大肩衣（紺色） が作られた。

◇ 

諸
行
無
常
を
受
け
入
れ
る 

◇

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

「
秋
に
水
面
の
蓮
を
手
で
摘
み
採
る
よ
う
に

自
己
へ
の
愛
着
を
断
ち
切
れ
。

ブ
ッ
ダ
が
説
か
れ
た
静
か
な

安
ら
ぎ
に
至
る
道
を
歩
め
。」（
第
二
八
五
偈
）

か
ら
の
出
典
で
す
。

順
慶
寺
で
も
蓮
の
花
は
、
大
切
に
し
て
い
ま
す
が
、

夏
に
盛
り
と
な
っ
た
蓮
も
、
秋
に
は
枯
れ
た
茎
や
葉
を

す
べ
て
切
り
取
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
少
し
可
愛
そ

う
な
気
持
ち
で
す
が
、
実
は
、
次
へ
と
歩
み
出
す
大
切

な
一
歩
と
な
り
ま
す
。

さ
て
、
今
月
の
と
こ
ろ
は
、
釈
尊
の
一
番
弟
子
で
も

あ
る
、
舎し
ゃ

利り

弗ほ
つ
の
弟
子
で
、
端
正
な
姿
の
金
細
工
師
だ
っ

た
若
者
に
対
す
る
言
葉
で
す
。

金
細
工
師
だ
っ
た
若
者
が
、
舎
利
弗
の
元
で
出
家
す

る
と
、
舎
利
弗
は
、
そ
の
端
正
さ
を
心
配
し
、
わ
ざ
と

不ふ

浄じ
ょ
うの
業ご
っ

処し
ょ
（
死
体
な
ど
を
見
て
行
う
瞑め
い

想そ
う
）
を
さ
せ

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
で
は
な
か
な
か
深
い
瞑

想
に
至
ら
な
い
た
め
に
、
舎
利
弗
は
師
匠
の
釈
尊
に
相

談
し
、
神
通
力
で
敢
え
て
車
輪
ほ
ど
の
黄
金
の
蓮
を

創
り
、
そ
の
上
で
若
者
を
瞑
想
さ
せ
ま
し
た
。
す
る
と
、

若
者
は
、
心
の
中
の
様
々
な
障
害
が
消
え
て
、
禅ぜ
ん

定じ
ょ
う（

心

が
乱
れ
な
く
な
っ
た
状
態
）
に
達
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
釈
尊
は
、
こ
の
ま
ま
だ
と
や
が
て
若
者
に

向
上
は
な
く
な
る
と
見
て
、
今
度
は
神
通
力
で
蓮
の
花

を
し
ぼ
む
よ
う
に
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
若
者
は
、
や

が
て
禅
定
か
ら
離
れ
出
て
、
蓮
の
し
ぼ
む
姿
を
見
て
、

移
り
ゆ
く
も
の
の
無
常
と
苦
を
観
じ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
釈
尊
は
、
若
者
に
「
禅
定
で
執
着
が
抑

え
ら
れ
た
も
の
で
も
諸
行
無
常
の
変
化
が
襲
っ
て
く
る
。

も
し
、
執
着
が
強
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
変
化
の
厳
し

さ
は
尋
常
で
は
な
い
」
と
教
え
ら
ま
し
た
。

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
二
八
五
偈
よ
り

若
者
が
華
や
か
な
飾
り
で
瞑
想

し
て
心
を
得
た
が
、
華
や
か
な
も

の
も
や
が
て
移
り
ゆ
く
こ
と
を
教

え
る
。
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「
も
う
来
年
の
支
度
を
し
て
い
ま
す
よ
。」

お
か
げ
さ
ま
で
、
今
年
の
報
恩
講

も
何
と
か
無
事
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
少
し
ホ
ッ
と
し
て
い
た
の
で
す

が
、
こ
の
ひ
と
言
に
目
の
覚
め
る
思

い
が
し
ま
し
た
。

そ
の
方
に
は
、
毎
年
本
堂
の
菊

を
お
供
え
し
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、

ご
苦
労
さ
れ
て
育
て
た
畑
の
菊
を
た

く
さ
ん
切
っ
た
後
に
す
ぐ
来
年
の
支

度
を
は
じ
め
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

そ
う
言
え
ば
、
お
昼
の
お
斎
の
大

根
を
作
っ
て
下
さ
る
方
も
、

「
来
年
は
大
根
の
種
類
を
変
え
る
か

ら
ね
。」

と
、
も
う
次
の
段
取
り
を
お
考
え

な
の
で
す
。

報
恩
講
は
こ
の
一
年
の
締
め
く
く
り

で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
次
の
報
恩
講
へ

の
ス
タ
ー
ト
だ
よ
、
と
い
つ
も
住
職
が

言
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

ホ
ッ
と
す
る
こ
と
も
そ
こ
そ
こ
に
、

ま
ず
は
今
年
の
反
省
を
来
年
に
生
か

せ
る
よ
う
に
心
が
け
る
こ
と
か
ら
は

じ
め
た
い
で
す
。

◇ 
執
着
は
教
え
を
遠
の
け
る 

◇

か
つ
て
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
で
、
仏

教
学
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
①

梶
山
雄
一
先

生
の
も
と
で
学
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

深
い
仏
教
学
の
知
識
と
法
然
上
人
・
親

鸞
聖
人
へ
の
深
い
信
仰
を
も
っ
て
話
を
さ
れ

た
、
梶
山
雄
一
先
生
の
お
話
は
ど
れ
も
心
を

打
つ
も
の
で
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
マ
ガ
ダ

国
の
王
妃
で
あ
っ
た
、
ケ
ー
マ
ー
の
話
は
深

く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

ケ
ー
マ
ー
は
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
の
娘
で
し
た

が
、
古
代
イ
ン
ド
の
大
国
・
マ
ガ
ダ
国
の
王
・

ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
か
ら
、
そ
の
美
貌
ゆ
え
に
特

別
に
乞
わ
れ
て
王
妃
の
一
人
と
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
普
段
か
ら
高
邁
な
振
る
舞
い

を
す
る
こ
と
が
多
く
、
マ
ガ
ダ
国
の
多
く
の

人
が
帰
依
す
る
釈
尊
に
さ
え
会
う
こ
と
も
し

ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
た
姿
に
心
を
痛
め
た
ビ
ン
ビ
サ
ー

ラ
は
、
一
計
を
案
じ
、
釈
尊
と
対
面
す
る
機

会
を
つ
く
り
、
無
理
に
対
面
さ
せ
ま
し
た
。

面
と
向
か
っ
て
も
釈
尊
に
目
を
合
わ
せ

な
い
ケ
ー
マ
ー
に
、
釈
尊
は
神
通
力
を
使
い
、

極
上
の
美
し
い
天
女
を
連
れ
て
来
て
、
後
ろ

か
ら
シ
ュ
ロ
の
葉
で
釈
尊
を
仰
が
せ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
次
の
瞬
間
、
天
女
が
み
る
み
る
年

を
と
り
、
老
衰
し
て
動
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
哀
れ
な
姿
を
見
た
ケ
ー
マ
ー
は
、
高
邁

な
心
は
一
気
に
失
せ
て
、釈
尊
の
弟
子
と
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
連
の
話
を
さ
れ
た
梶
山
先
生
が
、
そ
の

話
に
続
き
、「
君
た
ち
若
い
人
も
そ
の
若
さ

に
執
着
す
る
限
り
、
教
え
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
。

②

五ご

蘊う
ん

盛
じ
ょ
う

苦く

と
言
わ
れ
る
と
お
り
、
次
々
と

涌
き
出
て
く
る
若
き
活
力
に
振
り
回
さ
れ
て

ば
か
り
い
る
と
、
本
当
の
こ
と
は
見
え
て
き

ま
せ
ん
」
と
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

梶
山
先
生
の
言
葉
は
、
深
く
刻
ま
れ
、

今
よ
う
や
く
意
味
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

①
【
梶
山
雄一】　

昭
和
二
年
一
月
二
十
五
日
、
静
岡
県
生
ま
れ
。

昭
和
二
十
三
年
京
都
大
学
文
学
部
哲
学
科（
仏

教
学
専
攻
）
卒
業
。
久
松
真
一
、
長
尾
雅
人

の
指
導
を
受
け
る
。
昭
和
二
十
八
年
か
ら
三
年

間
イ
ン
ド
ビ
ハ
ー
ル
州
立
ナ
ー
ラ
ン
ダ
・
パ
ー

リ
研
究
所
に
留
学
、
昭
和
三
十
四
年
に
「
居

庸
関
」
の
共
同
研
究
で
日
本
学
士
院
賞
受
賞
。

京
都
大
学
名
誉
教
授
。
大
乗
仏
典
に
お
け
る

空
思
想
研
究
の
第
一
人
者
。
平
成
十
六
年
三
月

逝
去
。

②
【
五
蘊
盛
苦
】　

仏
教
の
四
苦
八
苦
（
生
、
老
、
病
、
死
と
、
愛あ
い

別べ
つ

離り

、
怨
お
ん

憎ぞ
う

会え

、
求ぐ

不ふ

得と
く
、
五
蘊
盛
の
四
苦
）

の
一
つ
。
身
体
全
て
の
働
き(

五
蘊)

が
盛
ん

で
あ
る
故
に
、
苦
し
み
が
次
か
ら
次
へ
と
湧
き

上
が
っ
て
く
る
こ
と
。
五
蘊
と
は
次
の
五
つ
。

⑴
色し
き

＝
い
ろ
や
形
の
あ
る
も
の
。

⑵
受じ
ゅ

＝
感
受
作
用
。
外
界
か
ら
の
刺
激
。

⑶
想そ
う

＝
表
層
作
用
。
イ
メ
ー
ジ
。

⑷
行
ぎ
ょ
う

＝
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
意
志
判
断
。

⑸
識し
き

＝
対
象
を
得
て
判
断
す
る「
心
」の
機
能
。

《
第
四
十
四
回  

報
恩
講 

》

大
学
の
講
義
で
、
本
来
報
恩
講

は
報
恩
謝
徳
・
懴
悔
回
心
の
談
合

の
場
で
あ
っ
た
と
習
い
ま
し
た
。

し
か
し
今
日
の
報
恩
講
は
、
お

勤
め
を
し
、法
話
を
聞
く
場
に
な
っ

て
お
り
、
私
た
ち
が
念
仏
の
有
難

さ
を
共
有
す
る
場
と
い
う
意
識
が

薄
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

そ
れ
が
時
代
の
流
れ
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
真
宗
門
徒
た
る

も
の
、
か
つ
て
の
報
恩
講
が
ど
の

よ
う
な
場
で
あ
っ
た
の
か
尋
ね
て

み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

皆
さ
ん
の
お
陰
で
今
年
の
お
寺
の

報
恩
講
も
無
事
終
わ
り
、
来
年
の

報
恩
講
に
向
け
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

先
月
に
報
恩
講
っ
て
何
で
す
か
、
と
聞

か
れ
た
と
き
、
御
本
山
で
勤
め
ら
れ
る
親

鸞
聖
人
の
祥
月
命
日
法
要
（
報
恩
講
）
に

お
参
り
し
て
、
親
鸞
聖
人
が
生
前
に
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
を
聞
き
直
す
こ
と
で
す
、

と
お
話
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
御
本
山

の
報
恩
講
に
お
参
り
し
て
、
御
真
影
に
詣

で
る
こ
と
が
最
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

た
だ
、
今
も
昔
も
京
都
へ
行
く
と
な
れ

ば
、
そ
れ
は
、
沢
山
の
観
光
地
も
目
に
入

る
し
、
折
角
京
都
へ
行
っ
た
ら
、
京
都
の

何
処
何
処
の
名
所
へ
と
い
う
気
持
ち
に
な

り
ま
す
。
そ
う
し
て
い
る
間
に
、
本
山
参

り
が
ダ
シ
と
な
り
、
い
つ
の
間
に
か
観
光

旅
行
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
報
恩
講
は
、
親
鸞
聖
人
の

教
え
を
聞
き
直
す
ご
縁
で
す
の
で
、
そ
の

気
持
ち
を
し
っ
か
り
す
る
た
め
に
、
先
ず
、

自
宅
の
御
内
仏
で
報
恩
講
を
勤
め
、
次
に

お
手
次
ぎ
の
お
寺
の
報
恩
講
に
参
り
、
そ

し
て
、
本
山
に
上
山
す
る
こ
と
を
勧
め
た

わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
、
自
宅
の
内
仏
で
最
初
に
報

恩
講
の
お
参
り
す
る
こ
と
か
ら
、「
お
取と

り

越こ
し

」、「
お
引ひ
き

上あ
げ

」、「
お
仏ぶ
つ

事じ

」
な
ど
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

お寺の報恩講に前後してお寺の報恩講に前後して
「お取越」が始まっていま「お取越」が始まっていま

すが、何でお家でも報恩講をすすが、何でお家でも報恩講をす
るのですか？るのですか？

来

年

に

向

け

て

コーナーコーナー



御
仏
供
米
二
斗
・
ダ
イ
コ
ン

60
本（
山
ノ
端
・
鈴
木
市
成
氏
）、
御
仏
供
米
一
俵（
大
久

屋
・
岡
川
経
康
氏
）、
御
仏
供
米
一
俵（
今
川
西
・
塚
本
敬

氏
）、
本
堂
荘
厳
用
菊（
近
崎
・
相
木
好
永
氏
）、
他

◆
責
役
・
岡
本
博
和
氏
叙
勲
＝ 

さ
き
の
秋

の
叙
勲
に
て
、
責
役
の
岡
本
博
和
氏
が
旭

日
双
光
章
を
綬
章
さ
れ
た
。
責
役
の
叙
勲

は
、
前
責
役
の
相
木
茂
男
さ
ん
に
次
ぐ
二

人
目
と
な
る
。

◆
二
十
一
組
団
参
バ
ス
二
台
＝ 

さ
る
11
月

21
日
、
岡
崎
教
区
21
組
主
催
に
よ
る
本
山

報
恩
講
団
参
が
実
施
さ
れ
た
。
参
加
者
は
、

バ
ス
二
台
の
八
十
一
名
。
順
慶
寺
か
ら
は
七

名
の
参
加
が
あ
っ
た
。

◆
竹
林
整
備
を
実
施
＝ 

さ
る
11
月
23
日
、

責
役
の
相
木
国
男
氏
所
有
の
竹
林
整
備
が

行
わ
れ
た
。
当
日
、
竹
の
切
り
出
し
な
ど

の
作
業
に
、
総
代
Ｏ
Ｂ
会
の
皆
さ
ん
を
中

心
に
十
七
名
の
方
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参

加
。
来
年
の
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
に
向
け
て
、
半

日
の
作
業
に
汗
を
流
し
た
。

今
年
の
報
恩
講
は
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
に

完
全
に
戻
す
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
実
施

し
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
護
寺
会
会
長
が

入
院
明
け
の
体
で
、
連
日
の
行
事
に
参
加

さ
れ
、
陣
頭
指
揮
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

法
要
後
に
話
を
聞
く
と
、
事
前
に
歩
く
練

習
を
し
て
報
恩
講
に
備
え
て
く
だ
さ
っ
た

と
か
。
ま
さ
に
「
身
を
粉
に
し
て
も
謝
す

べ
し
」
と
の
会
長
の
思
い
が
伝
わ
っ
た
報
恩

講
で
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

先
日
、
車
の
ド
ア
ノ
ブ
を
触
る
時
に
静

電
気
が
走
り
冬
の
訪
れ
を
感
じ
ま
し
た
。

よ
う
や
く
冬
ら
し
い
寒
さ
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
今
年
の
秋
は
比
較
的
温
暖
だ
っ
た

の
で
、
余
計
に
寒
さ
が
際
立
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。（
若
）
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琴
声
院
釋
尼
清
心

11
月
19
日
寂 

相
木
キ
ヨ
子（
91
）

名
古
屋
市 

相
木
英
鋭
様
の
母

11
月
度
護
寺
会
物
故
者

10
月
ま
で
季
節
外
れ
の
暖
か
い
日
が
続
き

ま
し
た
が
、
11
月
に
入
っ
て
急
に
気
温
が
下
が

り
、
報
恩
講
を
迎
え
る
雰
囲
気
に
な
っ
た
と
こ

ろ
で
、
順
慶
寺
で
は
、
初
日
の
子
ど
も
報
恩

講
を
か
わ
き
り
に
三
日
間
の
報
恩
講
を
厳
修

し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
規
制
の
撤
廃

今
年
の
報
恩
講
は
、
本
堂
の
入
堂
規
制
、

マ
ス
ク
着
用
、
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
の
自
由
化
な

ど
の
コ
ロ
ナ
禍
で
実
施
さ
れ
て
い
た
規
制
を
撤

廃
し
て
、
庫
裏
で
の
お
斎
の
再
開
、
書
院
で

の
お
抹
茶
接
待
の
再
開
な
ど
、
ほ
ぼ
コ
ロ
ナ
禍

以
前
の
体
制
に
戻
し
て
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
の
報
恩
講
か
ら
、
総
代
の
指
示
の
も

と
、
お
抹
茶
の
接
待
は
す
み
れ
会
、
お
斎
の

準
備
は
お
勝
手
会
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
き
、
各

地
年
番
に
は
、
お
斎
の
配
膳
や
配
布
物
の
仕

分
け
な
ど
の
お
手
伝
い
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

ま
た
、
助
音
講
に
よ
る
お
勤
め
、
お
花
講

の
仏
華
準
備
、
ク
リ
ー
ン
会
の
お
み
が
き
や
大

掃
除
、
総
代
Ｏ
Ｂ
会
に
よ
る
交
通
整
理
な
ど
、

例
年
ど
お
り
順
慶
寺
の
総
力
を
あ
げ
て
法
要

を
厳
修
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

連
日
に
ぎ
わ
っ
た
本
堂

本
堂
に
は
、
七
十
席
ほ
ど
の
イ
ス
席
を
準

備
し
ま
し
た
が
、
連
日
ほ
ぼ
満
席
と
な
り
、
コ

ロ
ナ
禍
に
よ
る
影
響
を
感
じ
さ
せ
な
い
賑
わ
い

と
な
り
、
法
話
の
市
野
先
生
、
宇
治
谷
先
生

の
お
話
に
も
熱
が
入
り
ま
し
た
。

最
終
日
の
午
後
に
は
、
御
満
座
法
要
が
勤

め
ら
れ
、
三
河
雅
楽
研
究
会
の
雅
楽
の
音
色

と
共
に
、
男
女
の
助
音
講
が
「
如
来
大
悲
の

恩
徳
は
」
の
御
和
讃
を
声
の
限
り
に
絶
叫
し
、

一
年
間
助
音
の
練
習
を
し
て
き
た
成
果
を
存

分
に
発
揮
し
ま
し
た
。

さ
る
11
月
17
日
（
土
）
か
ら
19
日
（
日
）
、
当
山
順
慶
寺
に
て
午
前
午
後
の
通
常
日

程
で
報
恩
講
が
厳
修
さ
れ
、
連
日
、
多
く
の
参
詣
者
が
あ
り
ま
し
た
。

さ
る
10
月
30
日
、
順
慶
寺
総
代
Ｏ
Ｂ
会
主
催
に

よ
る
バ
ス
旅
行
が
行
わ
れ
、
四
十
五
名
（
申
込
は

四
十
七
名
）
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

当
日
は
、
秋
晴
れ
の
浜
松
・
龍
潭
寺
な
ど
を
訪

れ
、
う
な
丼
に
舌
鼓
を
う
ち
、
お
し
ゃ
べ
り
あ
り
、

ゲ
ー
ム
あ
り
で
楽
し
い
一
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

龍潭寺山門にて

お勝手会の皆さん 助音講の皆さん

お花立ての様子 総代の受付業務

こども報恩講の様子 三河雅楽研究会の皆さん

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

コロ
ナ
禍
前
の
か
た
ち
で
厳
修

令
和
五
年
度
当
山
報
恩
講

遠
州
路
を
楽
し
む

報恩講写真館報恩講写真館

報
恩
講
特
別
寄
進

１
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

皆さまのおかげで、報
恩講を無事終えること
ができました。

映像は、責役の相木国男さん
製作のユーチューブにてどうぞ

 

総
代
Ｏ
Ｂ
会
主
催
バ
ス
旅
行



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 金  （有志）寺カフェ（9：00～、順慶寺南落間他）
2 土
3 日  来迎寺組お取越
4 月  おたのしみ会（14：00、順慶寺本堂）
5 火
6 水  落合組お取越
7 木  西丘組お取越 木－１
8 金
9 土

10 日
11 月
12 火
13 水
14 木  一里山組お取越 木－２
15 金
16 土  順慶寺こども会（9：00、順慶寺本堂）

17 日

18 月  近崎組お取越
 真宗講座（19：00、順慶寺本堂）

19 火  北尾組お取越
20 水
21 木  平松組お取越 木－３
22 金  21組対抗ゴルフコンペ
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

 年末大掃除（8：30、順慶寺）
29 金
30 土
31 日  年越し勤行・修正会（23：45、順慶寺本堂）

●
組
の
お
取
越
は
じ
め
ま
す

12
月
よ
り
順
次
、
組
お
取
越
を
始
め

ま
す
。
該
当
の
皆
さ
ん
は
、
事
前
に

配
布
し
て
あ
る
予
定
表
を
参
照
し
て

下
さ
い
。

●
真
宗
講
座
の
福
田
先
生
最
終
講
義

コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
令
和
元
年
よ
り
真

宗
講
座
に
講
師
と
し
て
お
越
し
頂
い

て
い
る
、
同
朋
大
学
副
学
長
・
福
田

琢
先
生
が
、
途
中
コ
ロ
ナ
禍
自
粛
期

間
を
含
め
、
三
ヵ
年
の
任
期
を
終
え

て
、
本
年
十
二
月
の
真
宗
講
座
で
最

終
講
義
と
な
り
ま
す
。
皆
さ
ま
お
誘

い
合
わ
せ
て
ご
聴
講
く
だ
さ
い
。

●
本
年
の
年
越
し
勤
行
は
通
常
実
施

今
年
の
年
越
し
勤
行
は
、
コ
ロ
ナ
禍

以
前
の
体
制
に
戻
し
、
庫
裏
・
書
院

を
使
わ
ず
、
除
夜
の
鐘
を
除
く
行
事

を
す
べ
て
本
堂
で
実
施
い
た
し
ま
す
。

大
晦
日
の
深
夜
、
皆
さ
ま
と
本
堂
で

お
勤
め
を
し
た
後
、
御
本
尊
前
で
の

焼
香
、
お
屠
蘇
接
待
、
お
汁
粉
接
待

な
ど
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。
家
族

揃
っ
て
御
参
詣
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

12 月の主な行事予定
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おしらせ

ナ
ン
テ
ン

み
な
さ
ん
、
十
一
月
以
降
、
一
気
に
寒
く

な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
風
邪
な
ど
引
い
て
い

ま
せ
ん
か
。

冬
に
な
っ
て
、
風
邪
を
引
い
て
咳
が
で
る

と
、
よ
く
南
天
の
ど
飴
を
な
め
ま
す
よ
ね
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ナ
ン
テ
ン
の
実
に

含
ま
れ
る
ド
メ
ス
チ
ン
と
い
う
ア
ル
カ
ロ
イ

ド
成
分
が
咳
止
め
効
果
を
も
つ
た
め
ら
し
い

で
す
。
そ
の
他
に
、
葉
っ
ぱ
に
も
、
ナ
ン
ジ

ニ
ン
と
い
う
成
分
が
あ
っ
て
、
熱
と
水
分
に

触
れ
る
と
、
防
腐
作
用
の
あ
る
チ
ア
ン
水
素

を
僅
か
に
発
生
す
る
た
め
、
よ
く
赤
飯
に
添

え
ら
れ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
因
み
に
、
お
祝

い
の
場
合
は
表
、
仏
事
の
場
合
は
裏
に
す
る

の
だ
と
か
。

ナ
ン
テ
ン
の
由
来
は
、
中
国
の
食
堂
の
灯

12
月
行
事
内
容 

詳
細

り
を
意
味
す
る
「
南
天
燭
」、
複
数
の
竹
が

重
な
る
意
味
の
「
南
天
竹
」
が
語
源
ら
し
い

で
す
が
、
日
本
で
は
、「
難
転
」
と
い
う
語

呂
か
ら
魔
除
け
と
し
て
植
え
ら
る
こ
と
も
多

い
そ
う
で
す
。

日
当
れ
ば

日
当
れ
ば

み
ん
な
し
あ
は
せ
実
南
天

み
ん
な
し
あ
は
せ
実
南
天

星
野
麥
丘
人

星
野
麥
丘
人

年
越
し
勤
行（
修
正
会
）

12
月
31
日（
日
）
23
時
45
分

　
～
1
月
1
日
（
月
）
1
時
00
分
終
了

順
慶
寺
本
堂
に
て

令
和
5
年
、
私
た
ち
の
生
活
で
、
大

き
く
変
化
し
た
こ
と
は
、
コ
ロ
ナ
禍
か
ら

の
脱
却
で
す
。
日
常
生
活
で
は
多
く
の

面
で
規
制
が
な
く
な
り
、
コ
ロ
ナ
禍
以

前
の
生
活
に
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、
人
と

人
と
の
距
離
感
に
微
妙
な
変
化
を
生
み
、

あ
ら
ゆ
る
面
で
、
今
ま
で
あ
り
方
に
問

題
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。
世
界
で
は
、

地
球
温
暖
化
に
よ
る
環
境
の
変
化
に
加

え
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
、
ガ
ザ
戦
争
な

ど
が
勃
発
。
効
率
化
を
求
め
て
、
画
像
、

音
声
、
言
語
処
理
、
異
常
検
知
、
分
析
・

予
測
な
ど
に
Ａ
Ｉ
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
い

よ
い
よ
地
球
規
模
で
大
き
な
変
化
が
訪

れ
て
い
る
気
配
で
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
私
た
ち
は
、
こ

れ
か
ら
の
あ
り
方
を
真
剣
に
考
え
る
べ

き
時
に
な
り
ま
し
た
。

大
晦
日
、
除
夜
の
鐘
を
打
っ
て
一
年
の

反
省
し
、
御
本
尊
の
前
で
お
勤
め
を
し

て
、
心
新
た
に
新
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

年
越
し
勤
行
の
右
記
の
時
間
に
、

本
堂
で
正
信
偈
の
お
勤
め
を
さ
れ

た
方
に
、
寺
か
ら
の
お
年
玉
と
し

て
、
も
れ
な
く

2

2

2

2

、
粗
品
を
差
し

上
げ
ま
す
。
お
楽
し
み
に
。

今年もお寺からの

お年玉

好評につき


