
刈谷市社会福祉協議会の指導によるボッチャの講習会（８月１日、順慶寺本堂にて、岡川経康氏撮影）

【1】　　　　2024 年 8月 28 日発行

◆◇ はじめの一歩 ◇◆
順慶寺にて有志で行っている寺カフェでは、様々な催しを通して人を集めている。 ８月には、寺カフェ

の主催で刈谷市社会福祉協議会が積極的に振興しているボッチャの講習会を開き、 順慶寺子ども

会の皆さんが参加した。 こうした催しを通して、 お寺とのご縁が広がっていけば幸いである。

◇ 

自
ら
を
律
す
る
こ
と
の
難
し
さ 

◇

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

「
自
分
こ
そ
が
自
分
の
主
で
あ
る
。

他
人
が
ど
う
し
て
主
で
あ
り
え
よ
う
か
。

自
己
を
よ
く
制
し
た
な
ら
ば

得
難
い
主
が
得
ら
れ
る
。」（
第
一
六
〇
偈
よ
り
）

か
ら
の
出
典
で
す
。

こ
の
お
釈
迦
さ
ま
の
お
言
葉
は
、
古
く
か
ら
大
切
に

さ
れ
た
お
言
葉
で
す
が
、
重
用
な
の
は
自
分
自
身
を
よ

く
制
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

自
分
の
思
い
や
感
情
を
出
す
場
合
に
、
自
身
が
そ
の

こ
と
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
に
愛

情
が
深
く
て
も
、
結
局
、
周
り
に
害
を
与
え
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
い
つ
も
私
た
ち
が
心
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

今
月
の1

節
は
、
王
舎
城
の
長
者
の
娘
で
、
若
い
頃

か
ら
釈
尊
の
教
え
に
心
引
か
れ
、
結
婚
後
、
理
解
あ
る

夫
の
許
し
を
得
て
出
家
し
て
①

比
丘
尼
と
な
っ
た
女
性

の
話
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
女
性
は
、
比
丘
尼
と
な
っ
て
間
も
な
く
懐
妊
の

兆
候
が
現
れ
た
た
め
、
出
家
後
に
戒
律
を
や
ぶ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
大
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、

比
丘
尼
の
長
老
が
仲
裁
に
入
り
、
子
供
は
出
家
前
に
夫

と
の
間
に
で
き
た
子
供
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
子
供
は
、
コ
ー
サ
ラ
国
の
パ
セ
ナ
デ
ィ
王

に
引
き
取
ら
れ
、
出
家
を
し
て
努
力
と
精
進
を
重
ね
、

ク
マ
ー
ラ
・
カ
ッ
サ
パ
と
呼
ば
れ
る
、
国
中
の
尊
敬
を

集
め
る
比
丘
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

あ
る
日
、
ク
マ
ー
ラ
の
母
親
が
、
同
じ
比
丘
と
し
て

目
の
前
を
歩
く
ク
マ
ー
ラ
の
姿
を
見
て
、
思
わ
ず
、「
わ

が
子
よ
！
わ
が
子
よ
！
」
と
叫
び
、
ク
マ
ー
ラ
の
衣
を

掴
ん
で
転
倒
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
ク
マ
ー
ラ
は
、「
何

を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
、
今
な
お
愛
着
を
絶
つ
こ

印刷・発行　順慶寺
2024年（令和6年）

９月号
VOL.371

NO.64若院のテーマカット若院のテーマカット

『ダンマパダ』

１60偈より

今月の釈尊の言葉

９月の釈尊の言葉

ダンマパダ（法句経）第１６０偈より

９月の釈尊の言葉

ダンマパダ（法句経）第１６０偈より

９月の釈尊の言葉

ダンマパダ（法句経）第１６０偈より



2024 年 9 月号　　　　【2】

「
境
内
の
エ
ア
ー
ミ
ス
ト
、
涼
し
い
で
す

ね
」と

、
こ
の
夏
は
幾
度
か
声
を
か
け
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
も
ち
ゃ
の
よ
う
な

さ
さ
や
か
な
エ
ア
ー
ミ
ス
ト
で
す
が
、
炎

天
下
の
お
墓
参
り
に
参
詣
さ
れ
る
方
の

一
助
に
な
れ
て
幸
い
で
し
た
。

実
は
、
こ
の
ミ
ス
ト
、
住
職
が
数
年

前
に
準
備
し
た
時
に
は
、「
こ
ん
な
の
要

ら
な
い
よ
」
と
、
家
族
か
ら
は
大
ブ
ー

イ
ン
グ
だ
っ
た
の
で
す
。

ま
た
同
様
に
二
十
年
近
く
前
に
納
骨

堂
の
東
屋
を
造
る
時
も
必
要
か
ど
う
か

半
信
半
疑
で
し
た
。「
わ
ざ
わ
ざ
造
る
必

要
あ
る
？
」
と
。
し
か
し
、
今
で
は
季

節
を
問
わ
ず
境
内
の
休
憩
ス
ポ
ッ
ト
で

あ
り
、
雨
よ
け
日
除
け
の
大
き
な
お
役

目
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

温
暖
化
で
夏
の
気
温
は
想
像
を
超
え
、

無
用
と
思
わ
れ
た
東
屋
や
ミ
ス
ト
も
こ

う
し
て
必
須
と
な
り
ま
し
た
。

猛
暑
で
も
お
詣
り
に
来
て
く
だ
さ
る

方
々
に
、
少
し
で
も
清
涼
感
を
感
じ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
励
ん
で
い
か
な
け
れ

ば
と
、
夏
を
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

と
が
で
き
な
い
の
で
す
か
」
と
無
慈
悲
に
は

ね
除
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
立
ち

去
る
ク
マ
ー
ラ
の
姿
を
見
て
、
よ
う
や
く
母

親
は
釈
尊
の
教
え
に
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
い
ま
す
。

愛
欲
は
、
自
身
を
苦
し
め
る
の
だ
と
釈

尊
の
教
え
を
息
子
ク
マ
ー
ラ
か
ら
教
え
ら
れ

た
の
で
し
た
。

◇ 

恩
愛
の
中
で
自
分
を
信
ず
る
こ
と 
◇

葬
儀
の
際
な
ど
に
導
師
が
、

「
流る

転て
ん

三さ
ん

界が
い

中ち
ゅ
う
　

恩お
ん

愛な
い

不ふ

能の
う

断だ
ん　

棄き

恩お
ん

入に
ゅ
う

無む

為い　

真し
ん

実じ
つ

報ほ
う

恩お
ん

者し
ゃ

」（『
②

清せ
い

信し
ん

士し

度ど

人に
ん

経ぎ
ょ
う』）

と
称
え
な
が
ら
お
剃
刀
を
あ
て
、
今
生
の

恩
愛
か
ら
離
れ
て
、
お
釈
迦
様
の
お
弟
子

と
な
る
べ
く
法
名
を
与
え
る
儀
式
を
帰
敬

式
と
い
い
ま
す
。
真
宗
で
は
、
法
名
は
、
生

前
に
受
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
恩
愛
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
な
か
な
か
法
名
を
受
け
る
踏
ん
切
り
が

つ
か
な
い
の
が
実
状
で
す
。

か
つ
て
、
曽
我
量
深
氏
が
、
米
寿
の
記

念
講
演
で
「
法
蔵
菩
薩
」
と
い
う
題
で
お

話
さ
れ
た
記
念
碑
的
な
講
演
が
あ
り
ま
す
。

そ
の1

節
に
、

「
自
分
は
ほ
ん
と
う
に
こ
の
自
分
を
信
ず
る

も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
絶
対
無
限
の
仏
さ

ま
は
、
ま
た
、
私
ど
も
を
ほ
ん
と
う
に
信
じ
、

ほ
ん
と
う
に
愛
し
、
そ
し
て
、
こ
の
仏
の
本

願
力
を
も
っ
て
私
を
助
け
て
下
さ
る
。」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
恩
愛
を
よ
し
と
し
て
、
執
着

か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
や
が
て
愚
痴
に
な
っ
て

行
き
ま
す
。
老
い
て
、
病
気
に
な
っ
て
、
そ

れ
で
も
恩
愛
に
執
着
す
る
身
で
す
。

曽
我
先
生
は
、
そ
れ
で
も
自
身
を
見
捨

て
ず
に
信
ず
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
尊
い
主
と
し

て
の
仏
さ
ま
が
、
大
き
な
慈
悲
を
か
け
て
下

さ
っ
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
の
で
し
ょ
う
。

①
【
比
丘
尼
】　

仏
教
に
お
け
る
女
性
の
出
家
修
行
者
。
男

性
の
比
丘
に
対
す
る
。
仏
教
の
尼
僧
。
パ
ー

リ
語
の
ビ
ッ
ク
ニ
ー
の
音
写
。サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
で
は
ビ
ク
シ
ュ
ニ
ー
と
い
う
。
語
尾
の

ニ
ー
は
女
性
形
を
示
す
。
か
つ
て
イ
ン
ド（
の

み
な
ら
ず
、
世
界
の
ど
こ
に
も
）
に
女
性
の

出
家
者
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
釈
迦
の
養

母
が
切
願
し
て
出
家
し
た
の
が
比
丘
尼
の
最

初
と
い
わ
れ
、
以
後
し
だ
い
に
増
加
し
た
。

出
家
し
て
戒
を
受
け
、
そ
れ
を
保
ち
続
け
、

男
性
の
出
家
修
行
者
の
比
丘
と
と
も
に
、
仏

教
教
団
の
も
っ
と
も
重
要
な
成
員
と
さ
れ

る
。（
日
本
大
百
科
全
書
よ
り
）

②
【
清
信
士
度
人
経
】　

出
家
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
父
母
等
の
恩

愛
の
絆
を
断
ち
、
仏
道
に
入
る
た
め
に
唱
え

る
偈
文
。
剃
度
作
法
で
唱
え
る
偈
文
。
恩

愛
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
、
真
実
の
世
界
に
出

遇
い
、報
恩
の
気
持
ち
が
湧
き
出
で
る
。『
平

家
物
語
』
維
盛
出
家
の
段
に
も
登
場
す
る
、

日
本
で
は
有
名
な1

節
。

《
第
五
十
三
回  

近
き
は
遠
き
道
理 

》

先
日
近
く
の
総
合
運
動
公
園
で
わ

ん
さ
か
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
で
も
あ
る
花
火

が
今
年
も
上
が
っ
た
の
で
す
が
、
毎

年
目
の
前
で
見
ら
れ
る
も
の
で
す
か

ら
年
々
花
火
に
対
す
る
感
動
が
薄
れ

て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

ん
な
花
火
を
横
目
に
思
い
出
し
た
一

文
が
蓮
如
上
人
の
こ
の
言
葉
で
す
。

遠
き
は
近
き
道
理
、
近
き
は
遠

き
道
理
有
り
。
灯
台
も
と
暗
し
と
て
、

仏
法
を
不
断
聴
聞
す
る
身
は
、
御
用

を
厚
く
か
う
ぶ
り
て「
い
つ
も
の
こ
と
」

と
思
ひ
法
義
に
お
ろ
そ
か
な
り
。

あ
ま
り
に
身
近
過
ぎ
る
と
大
切
な

も
の
も
当
た
り
前
と
思
っ
て
過
ご
し

て
し
ま
う
私
に
ま
た
気
付
か
さ
れ
ま

し
た
。

「
倶く

会え

一い
っ

処し
ょ

」
と
い
う
言
葉
を
よ

く
知
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

「
倶
会
一
処
」
と
い
う
言
葉
は
、
私
た
ち
僧

侶
が
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
、『
仏ぶ
っ

説せ
つ

阿あ

弥み

陀だ

経き
ょ
う』
に
書
い
て
あ
る
お
言
葉
で
す
。

私
た
ち
の
生
き
て
い
る
世
界
は
、
早
く
生
ま

れ
た
人
や
遅
く
生
ま
れ
た
人
、
長
生
き
す
る

人
や
短
命
で
亡
く
な
る
人
も
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
同
じ
時
間
を
生
き
て
い
て
も
、
私

よ
り
先
に
亡
く
な
る
人
、
私
よ
り
後
に
亡
く

な
る
人
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
み
ん
な
一

人
で
亡
く
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
寂
し
い
こ

と
で
す
ね
。

折
角
生
ま
れ
て
、
知
り
合
え
た
の
に
別

れ
て
い
く
の
は
辛
い
で
す
が
、『
仏
説
阿
弥

陀
経
』
に
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
浄
土
で
は
、

い
ず
れ
の
人
と
も
「
と
も
に
ひ
と
つ
と
こ
ろ

で
会
う
」（
倶
会
一
処
）
と
書
い
て
あ
る
の

で
す
。
こ
の
お
言
葉
を
聞
く
と
、
大
切
な
家

族
や
友
だ
ち
と
別
れ
て
も
、
ま
た
お
浄
土
で

会
え
る
か
ら
、
と
希
望
が
湧
い
て
き
ま
す
ね
。

で
す
か
ら
、
お
墓
に
は
、「
倶
会
一
処
」

と
い
う
言
葉
を
書
い
て
、
ま
た
浄
土
で
会
え

ま
す
ね
、
と
気
持
ち
を
新
た
に
す
る
わ
け
で

す
。順

慶
寺
で
も
、
9
月
に
五
十
回
忌
を
迎

え
た
方
の
お
骨
を
、
共
同
埋
骨
す
る
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。
五
十
回
忌
に
な
る
と
、
法
事

も
終
わ
り
に
な
り
ま
す
が
、
お
骨
も
一
つ
と

こ
ろ
に
入
れ
て
い
く
の
で
、こ
の
儀
式
を
「
倶

会
一
処
式
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

倶会一処とあるお墓倶会一処とあるお墓
がありますが、何とがありますが、何と

いう意味なのですか。いう意味なのですか。

猛
暑
の
夏
に

コーナーコーナー



◆
子
ど
も
会
と
寺
カ
フ
ェ
が
コ
ラ
ボ
＝ 

さ

る
８
月
1
日
（
木
）、
順
慶
寺
に
て
毎
月
一

日
に
開
催
さ
れ
る
寺
カ
フ
ェ
に
子
ど
も
会
が

参
加
。
刈
谷
市
福
祉
協
議
会
の
皆
さ
ん
が

順
慶
寺
に
て
ボ
ッ
チ
ャ
の
実
演
（
一
面
写
真
）

を
し
た
た
め
に
実
現
。
当
日
は
、
お
盆
に

向
け
て
お
み
が
き
も
開
催
さ
れ
、
寺
カ
フ
ェ

は
最
高
の
人
出
と
な
っ
た
。

◆
盆
会
・
風
入
会
開
催
＝ 

さ
る
８
月
３

日
（
土
）、
順
慶
寺
本
堂
に
て
盆
会
を
開
催
。

講
師
に
は
西
尾
市
か
ら
三
浦
真
教
氏
を
迎

え
て
、満
堂
の
参
詣
者
が
あ
っ
た
。
同
時
に
、

宝
物
が
出
さ
れ
て
、
盆
明
け
ま
で
虫
干
し

を
兼
ね
て
本
堂
と
玄
関
に
展
示
さ
れ
た
。

◆
参
門
会
を
開
催
＝ 

五
十
代
を
中
心
に
組

織
さ
れ
た
参
門
会
が
、
８
月
15
日
に
開
催

さ
れ
、
十
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。
今
年
11

月
の
報
恩
講
で
助
音
に
つ
く
こ
と
な
ど
を

申
し
合
わ
せ
た
。

◆
寺
報
製
作
用
の
紙
揃
え
機
調
達
＝ 

９

月
の
寺
報
製
作
に
合
わ
せ
て
、
紙
揃
え
機

今
年
の
夏
は
初
め
て
暑
さ
に
負
け
て
し
ま

い
ま
し
た
。
盆
前
に
軽
い
熱
中
症
に
か
か
り
、

体
調
に
気
を
つ
け
て
い
ま
し
た
が
、
盆
中
も

連
日
猛
暑
で
、
毎
朝
起
き
て
今
日
は
大
丈
夫

か
と
身
を
案
ず
る
始
末
。
よ
く
考
え
て
み
た

ら
、
前
住
職
も
還
暦
の
こ
ろ
熱
中
症
に
罹
っ

て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

一
面
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
順
慶
寺
で
は

毎
月
子
ど
も
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
先
月

は
初
め
て
ス
ポ
ー
ツ
を
取
り
入
れ
て
の
開
催

で
し
た
の
で
う
ま
く
事
が
進
む
か
不
安
で
し

た
が
、
寺
カ
フ
ェ
や
刈
谷
市
社
会
福
祉
協
議

会
の
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
の
ご
厚
意
の
元
、
円

滑
に
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。（
若
）
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順
徳
院
釋
勝
孝

8
月
1
日
寂 

岡
本
勝
好（
80
）

今
川
西
組 

岡
本
憲
幸
様
の
父

8
月
度
護
寺
会
物
故
者

釋
精
嘉

8
月
5
日
寂 

河
村
嘉
得（
82
）

刈
谷
市 

河
村
光
夫
様
の
父

常
悦
院
釋
勇
仁

8
月
16
日
寂 

佐
藤　

勇（
87
）

刈
谷
市 

谷
勇
奈
子
様
の
父

来
た
る
九
月
十
二
日
（
木
）、
順
慶
寺

に
お
い
て
、
祠
堂
法
要
（
秋
季
永
代
経
）

が
過
去
五
十
年
間
（
昭
和
四
十
九
年
九

月
～
令
和
六
年
八
月
、
命
日
に
関
わ
ら
ず

上
納
か
ら
五
十
年
間
施
主
宅
に
ご
案
内
）

に
祠
堂
金
を
上
納
さ
れ
た
方
々
へ
の
法
要

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

昨
年
度
（
令
和
五
年
度
＝
令
和
五
年

九
月
～
令
和
六
年
八
月
）、
新
た
に
祠
堂

金
を
順
慶
寺
に
上
納
さ
れ
、
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
。

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
、
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
。

新
規
祠
堂
上
納
者
一
覧（
敬
称
略
）

倶
会
一
処
該
当
者
一
覧（
敬
称
略
）

為 

釋
正
歓 

 

峯　

正
義

為 

生
前
祠
堂  

峯
か
ず
ゑ 

 
 

願
主 

峯
か
ず
ゑ（
知
立
市
）

為 

慈
恵
院
釋
尼
幸
芳 

磯
村
美
幸 

 
 

願
主 

磯
村
日
出
蔵（
山
ノ
端
組
）

為 

陽
明
院
釋
尼
妙
照 

横
山
照
子 

 
 

願
主 

横
山
政
明（
今
川
東
組
）

為 

清
照
院
釋
尼
妙
代 

清
水
美
代
子

 
 

願
主 

清
水
安
文（
平
松
組
）

為 

教
行
院
釋
顕
證 

塚
本
光
顕

 
 

願
主 

塚
本
敏
晶（
今
川
西
組
）

為 
憶
念
院
釋
敬
愛 

岩
瀬　

稔

為 
想
念
院
釋
尼
妙
蕗 

岩
瀬
ふ
さ　

 
 

願
主 
岩
瀬
ま
さ
み（
名
古
屋
市
）

為 

堅
清
院
釋
正
道 

丸
山
正
男

為 

釋
尼
氣
鈴  
丸
山
菊
子

 
 

願
主 

堀
内
文
子（
高
畑
組
）

為 

慈
照
院
釋
尼
妙
華 

岡
本
み
よ
か

 
 

願
主 

岡
本
正
博（
市
場
下
組
）

為 

法
鼓
院
釋
利
通 

杉
浦
利
明

為 

静
香
院
釋
正
敬 

杉
浦
正
直

 
 

願
主 

杉
浦
新
八（
知
立
市
）

為 

誠
心
院
釋
尼
治
眼 

加
藤
は
る
へ

 
 

願
主 

加
藤
敏
之（
碧
南
市
）

 

（
命
日
）  

（
俗
名
） 

  

（
続
柄
）

１
月
24
日 

池
田
ま
つ
の 

池
田
憲
昭
の
母 

１
月
25
日 

加
藤
け
ん 

加
藤
政
之
助
の
妻 

１
月
29
日 

志
水
和
子 

志
水
勝
弘
の
妻 

２
月
１
日 

岡
本
和
之 

岡
本
克
彦
の
父 

２
月
14
日 

岡
本
ぬ
い 

岡
本
彰
の
母 

２
月
22
日 

池
田
金
四
郎 

池
田
鍼
治
の
父

２
月
27
日 

清
水
芳
雄 

清
水
良
一
の
養
父 

３
月
25
日 

神
谷
忠
次
郎 

神
谷
昭
徳
の
祖
父 

８
月
1
日 
堀
田
庄
吉 

堀
田
正
弘
の
父 

８
月
15
日 

志
水
さ
だ 

志
水
保
の
母

11
月
7
日 

岡
本
源
一
郎 
岡
本
博
和
の
祖
父 

11
月
29
日 

志
水
正
和 
志
水
雁
勇
の
父 

11
月
29
日 

塚
本
為
市 

塚
本
國
博
の
父 

12
月
5
日 

鬼
頭
と
よ 

鬼
頭
春
一
の
養
母 

12
月
13
日 

岡
本
は
る
え 

岡
本
克
仁
の
義
母

 

以
上
十
五
名

以
下
は
、
本
年
五
十
回
忌
（
昭
和
50
年

没
）
で
倶
会
一
処
を
迎
え
た
方
の
中
で
、

当
山
須
弥
壇
お
よ
び
納
骨
堂
に
納
骨
さ
れ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
方
々
で
す
。

祠
堂
法
要
の
午
後
よ
り
、
法
要
を
し
て

納
骨
堂
の
中
に
共
同
埋
骨
し
ま
す
。

釋
尼
精
華

8
月
23
日
寂 

米
津
き
り
子（
89
）

名
古
屋
市 

米
津
直
樹
様
の
母

を
調
達
。
今
号
よ
り
使
用
開
始
し
た
。
寺

報
は
す
べ
て
順
慶
寺
で
製
作
し
て
い
る
が
、

コ
ピ
ー
機
に
よ
る
カ
ラ
ー
印
刷
を
す
る
と
、

ト
ナ
ー
定
着
時
に
強
い
静
電
気
が
生
じ
、

紙
折
り
に
不
具
合
が
生
じ
て
い
た
た
め
。

編
集
部
短
信

編
集
雑
記



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 日  （有志）寺カフェ（9：00～、順慶寺南落間他）
2 月  おたのしみ会（14：00、順慶寺本堂）
3 火
4 水
5 木 木－１
6 金
7 土  助音講（16：00、順慶寺玄関）
8 日
9 月

10 火  大掃除（8：00、順慶寺）
11 水
12 木  祠堂法要・倶会一処式（下記参照、順慶寺） 木－２
13 金
14 土
15 日  真宗講座（16：00、順慶寺本堂）　

16 月  同朋ゼミ（14：00、順慶寺玄関）　　  敬老の日
17 火
18 水 　 
19 木 木－３
20 金

21 土  順慶寺子ども会（9：00、順慶寺庫裏） 
 みのり会追弔会（10：00、順慶寺）

22 日 秋分の日
23 月
24 火
25 水
26 木 木－４
27 金
28 土  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 日
30 月

●
順
慶
寺
の
帰
敬
式
募
集
に
つ
い
て

三
年
に
一
度
、
報
恩
講
の
初
日
に
順

慶
寺
本
堂
に
て
執
行
し
て
い
る
、
帰

敬
式
（
お
剃
刀
を
受
け
て
、
法
名
を

頂
く
儀
式
）
で
す
が
、
本
年
の
報

恩
講
の
初
日
に
実
施
す
る
予
定
で
す
。

前
回
、
コ
ロ
ナ
の
関
係
で
、
一
年
実
施

を
遅
ら
せ
た
こ
と
か
ら
、
今
回
は
二

年
間
隔
で
の
実
施
と
な
り
ま
す
。

護
寺
会
員
に
は
、
祠
堂
法
要
の
案
内

と
同
時
に
、
実
施
要
項
を
配
布
い
た

し
ま
す
。

●
祠
堂
法
要
の
駐
車
場
に
つ
い
て

祠
堂
法
要
で
は
、
駐
車
場
の
確
保

に
努
力
し
て
い
ま
す
。
順
慶
寺
の

駐
車
場
（
三
十
台
収
容
）
で
、
入

り
き
れ
な
い
場
合
は
、
近
く
の
駐

車
場
へ
誘
導
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
同
朋
ゼ
ミ
の
日
に
ち
変
更
に
つ
い
て

９
月
の
同
朋
ゼ
ミ
は
、
講
師
の
都
合

に
よ
り
、
16
日
（
月
）
の
午
後
２

時
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
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
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おしらせ

菊
の
節
句

み
な
さ
ん
、
8
月
も
暑
か
っ
た
で
す
ね
。

先
日
テ
レ
ビ
で
、
暑
い
夏
に
や
る
気
が
で
な

く
な
る
の
は
、
も
う
遺
伝
子
に
暑
い
夏
に
体

を
守
る
よ
う
に
情
報
が
組
み
込
ま
れ
た
た

め
で
す
、
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
、

酷
暑
が
続
き
ま
す
が
、
体
調
に
は
気
を
つ
け

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

先
日
、
9
月
9
日
が
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た

五
節
句
の
一
つ
だ
と
聞
き
ま
し
た
。
1
月
7

日
（
人
日
の
節
句
）、
3
月
3
日
（
桃
の
節

句
）、
5
月
5
日
（
端
午
の
節
句
）、
７
月
７

日
（
七
夕
の
節
句
）、
9
月
9
日
（
重
陽
の

節
句
）
と
決
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ

の
中
で
、
奇
数
の
月
が
陽
の
月
で
、
９
月
が

最
後
に
な
る
か
ら
重
陽
と
い
う
そ
う
で
す
。

9
月
行
事
内
容 

詳
細

９
月
に
節
句
が
あ
る
と
は
知
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
九
日
を
「
く
ん
ち
」
と
呼
ん
で
、

長
崎
な
ど
で
お
祭
り
し
て
い
る
の
は
有
名
で

す
ね
。
宮
中
で
は
、
旧
暦
の
９
月
（
10
月
中

頃
）
に
見
頃
に
な
る
菊
を
愛
で
る
こ
と
か
ら
、

菊
の
節
句
と
も
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

仏
に
も

仏
に
も

神
に
も
手
向
け
菊
の
酒

神
に
も
手
向
け
菊
の
酒

針
ヶ
谷
里
三

針
ヶ
谷
里
三

祠
堂
法
要
・
倶
会
一
処
式

9
月
12
日（
木
）

	

午
前
10
時
・
午
後
１
時	

順
慶
寺
本
堂

	

法　
　

話		

西
尾
市
安
楽
寺	

伊
奈
祐
諦
氏

順
慶
寺
に
過
去
五
十
年
間
（
昭
和
49
年

9
月
か
ら
令
和
6
年
8
月
）
に
祠
堂
が

あ
が
っ
て
い
る
方
に
対
す
る
、
祠
堂
法

要
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。

昨
年
よ
り
す
べ
て
の
行
事
を
以
前
の
形

に
戻
し
て
お
り
ま
す
。
祠
堂
法
要
で
も

本
堂
の
参
詣
席
の
規
制
を
撤
廃
い
た
し

ま
す
の
で
、通
知
の
あ
っ
た
方
々
、ま
た
、

法
話
の
聴
聞
を
希
望
さ
れ
る
方
は
遠
慮

無
く
御
参
詣
く
だ
さ
い
。

※
同
日
午
後
か
ら
、
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
も
実
施
い
た
し
ま
す
。

祠
堂
法
要
日
程

　

９
月
12
日（
木
）
午
前
10
時
か
ら 

 

会
場
：
順
慶
寺

〇
10
時
～
12
時 
祠
堂
法
要

 

法
話
：
伊
奈
祐
諦
氏（
二
席
）

　
（
お
斎
）
正
午
～　

庫
裏
及
び
書
院
に
て

〇
13
時
～
15
時 

倶
会
一
処
式
・
祠
堂
法
要

 

法
話
：
伊
奈
祐
諦
氏（
二
席
）

　
（
お
や
つ
）
午
後
の
法
話
の
休
憩
時

 

◎
午
前
９
時
か
ら
10
時
半
ま
で
書
院

に
て
お
抹
茶
接
待
が
あ
り
ま
す
。


