
笑顔で再会したお楽しみ会のみなさん（10 月 3 日、順慶寺本堂向拝にて）
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◆◇ 再開・お楽しみ会 ◇◆
順慶寺では、 令和４年９月以降、 コロナ禍で二年半休会にしていた例会を、 準備が整い次第再開

させている。 助音講、総代ＯＢ会などに続き、１０月３日、女性談話会であるお楽しみ会も再開された。

待ちわびたように、 大勢の方が集まり、 おしゃべりにビデオ鑑賞に、 順慶寺でのひとときを楽しんだ。

◇ 

知
識
を
得
て
も
幸
福
は
訪
れ
な
い 

◇

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

「
愚
か
者
に
知
識
が
そ
な
わ
ろ
う
と
も
、

そ
れ
は
た
だ
不
幸
の
も
と
、

愚
か
者
の
幸
福
を
破
壊
す
る
。

彼
の
頭
を
砕
き
つ
つ
」（
第
七
十
二
偈
）

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
の
出
典
で
す
。

こ
の
話
は
、
釈
尊
が
愚
か
者
の
あ
り
さ
ま
を
説
明

さ
れ
る
の
に
、
①

過
去
物
語
（『
小
石
を
投
げ
る
男
の

話
』
第
一
〇
七
話
）
の
話
を
出
さ
れ
、愚
か
な
も
の
は
、

知
識
や
名
声
を
手
に
入
れ
る
と
不
幸
な
こ
と
ば
か
り

を
す
る
と
弟
子
に
諭
さ
れ
た
一
節
で
す
。

釈
尊
が
話
さ
れ
た
過
去
物
語
は
以
下
の
話
で
す
。

む
か
し
、
イ
ン
ド
の
バ
ラ
ナ
シ
に
足
の
不
自
由
な

男
が
あ
り
ま
し
た
。
足
が
不
自
由
な
た
め
に
、
都
の

門
に
の
、
い
ち
じ
く
の
木
の
根
元
に
座
り
、
小
石
を

投
げ
て
イ
チ
ジ
ク
の
葉
を
ゾ
ウ
の
形
に
く
り
抜
い
て

子
供
た
ち
に
分
け
与
え
て
い
ま
し
た
。

あ
る
と
き
、
国
王
が
そ
の
前
を
通
ら
れ
、
イ
チ
ジ

ク
の
葉
が
ゾ
ウ
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
い

た
く
感
心
し
、
足
の
不
自
由
な
男
を
呼
び
寄
せ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
国
王
は
、
理
屈
ば
か
り
を
並
べ
て
口

う
る
さ
い
司
祭
の
こ
と
を
思
い
だ
し
、
男
に
山
羊
の

糞
を
口
に
入
れ
て
黙
ら
せ
て
欲
し
い
と
頼
み
ま
し
た
。

そ
の
後
、
宮
殿
で
国
王
が
司
祭
に
あ
れ
や
こ
れ
や
と

お
節
介
を
焼
か
れ
て
い
た
と
き
、
宮
殿
の
カ
ー
テ
ン
の

小
穴
か
ら
男
が
、
司
祭
の
口
に
見
事
に
山
羊
の
糞
を
投

げ
入
れ
ま
し
た
。
山
羊
の
糞
を
口
に
し
た
司
祭
は
、
そ

れ
以
降
、
国
王
の
前
で
口
を
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
、
国
王
は
た
い
そ
う
喜
び
ま
し
た
。
そ
し
て
、
男

は
国
王
か
ら
た
ん
ま
り
と
お
礼
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、
男
の
評
判
は
国
中
に
広
ま
り
、
弟
子

が
沢
山
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
弟
子
の
一
人
が
、

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
72
偈
よ
り

一
芸
に
秀
で
た
男
が
そ
の
芸
に
よ
っ

て
国
王
か
ら
褒
め
ら
れ
る
が
、
そ

れ
を
真
似
し
た
男
が
間
違
い
を
起

こ
し
地
獄
に
落
ち
る
話
で
す
。
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十
月
の
末
、
暑
か
っ
た
夏
も
終
わ
り
、

秋
の
深
ま
り
と
と
も
に
爽
や
か
な
秋
風

が
吹
き
始
め
ま
し
た
。

こ
の
ご
ろ
は
涼
し
さ
を
通
り
越
し
、

朝
夕
の
冷
え
を
感
じ
る
こ
と
が
多
く
、

「
肩
、
腰
、
膝
」
の
痛
み
が
気
に
な
り

だ
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
折
り
、
あ
る
お
店
で
重
た

い
荷
物
を
車
に
積
も
う
と
し
て
い
た
ら
、

息
子
ぐ
ら
い
の
若
い
店
員
さ
ん
が
さ
っ

と
手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
若
い
店
員

さ
ん
が
、
ア
ッ
と
い
う
間
に
荷
物
を
積

ん
で
く
れ
た
の
は
い
い
の
で
す
が
、
つ

い
つ
い
余
計
な
世
話
を
焼
き
、

「
腰
、
気
を
つ
け
て
下
さ
い
ね
」

と
、
声
を
か
け
て
し
ま
し
た
。
す
る

と
、
す
か
さ
ず
店
員
さ
ん
は
笑
顔
で
、

「
お
客
様
の
方
こ
そ
気
を
つ
け
な
く

ち
ゃ
！
」

と
、
一
蹴
さ
れ
ま
し
た
。
よ
く
よ
く

考
え
れ
ば
、
あ
べ
こ
べ
な
ん
で
す
ね
。

自
分
は
ま
だ
ま
だ
大
丈
夫
だ
と
思
っ

て
、
子
供
や
若
い
人
の
こ
と
を
心
配
に

感
じ
、
余
計
な
お
節
介
し
て
し
ま
い
ま

す
。

小
石
を
正
確
に
当
て
る
技
術
を
試
し
た
く

な
っ
て
、
乞
食
坊
主
を
見
つ
け
、
不
幸
に
も

小
石
を
急
所
に
当
て
て
殺
し
て
し
ま
う
事
件

が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
弟
子
は
、
そ
の
業

に
よ
っ
て
、
地
獄
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。

釈
尊
は
、
比
丘
た
ち
の
目
の
前
に
い
る

餓
鬼
は
、
そ
の
弟
子
の
生
ま
れ
か
わ
り
で

す
と
説
明
し
た
そ
う
で
す
。

◇ 

平
和
な
社
会
を
も
た
ら
す
に
は 
◇

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
、
政
治
を
研
究
す
る
政
治
学
を
《
善
い

社
会
》
の
実
現
を
試
み
る
た
め
の
マ
ス
タ
ー

サ
イ
エ
ン
ス
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
仏

教
・
②

ス
ナ
マ
サ
ー
ラ
長
老
が
語
る
よ
う
に
、

「
た
と
え
、
人
格
的
に
立
派
な
人
間
で
な

く
と
も
、
そ
れ
こ
そ
性
格
の
悪
い
人
で
あ
っ

て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
勉
強
を
す
れ
ば
、
専
門

的
な
知
識
を
身
に
つ
け
た
り
、
お
金
を
も
う

け
た
り
、
名
誉
を
得
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
し
か
し
彼
ら
が
ビ
ジ
ネ
ス
に
成
功
し
、

そ
れ
ら
を
手
に
す
る
と
き
、
実
に
社
会
に
多

大
な
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼

ら
は
、
自
分
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は

手
段
を
選
ば
な
い
。
時
に
は
戦
争
ま
で
引
き

起
こ
し
、
何
も
か
も
破
壊
し
尽
く
し
て
し
ま

う
。」（『
一
日
一
悟
』
よ
り
）

今
ま
で
も
間
違
え
が
繰
り
返
さ
れ
て
き

ま
し
た
し
、
現
在
で
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
核

戦
争
の
危
険
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
、
善

い
社
会
と
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
い
い
の
か
。

続
い
て
、
ス
ナ
マ
サ
ー
ラ
長
老
は
、「
次
世

代
を
担
う
子
供
た
ち
や
こ
れ
か
ら
社
会
人
に

な
る
若
者
た
ち
が
、
ま
ず
人
格
的
に
立
派
な

人
間
に
な
る
た
め
の
土
台
を
築
き
、
そ
の
上

で
自
分
の
目
的
に
挑
戦
す
る
」（
同
前
）
こ

と
を
提
唱
し
ま
す
。
立
派
な
人
格
を
築
け

ば
、
自
ら
の
立
場
は
安
定
す
る
か
ら
で
す
。

①
【
過
去
物
語
】　（
ジ
ャ
ー
タ
カ
）

『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
と
は
、
仏
教
で
い
う
前
世
の

物
語
の
こ
と
。
本
生
譚
（
ほ
ん
し
ょ
う
た
ん
）

と
も
い
う
。
釈
迦
が
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
る
前
、

ヒ
ト
や
動
物
と
し
て
生
を
受
け
て
い
た
前
世
の

物
語
で
あ
る
。
十
二
部
経
の1

つ
。

仏
教
経
典
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
前
世
の
因
縁
物

語
が
説
か
れ
、
主
に
は
釈
迦
仏
の
前
世
に
よ
る

因
縁
を
明
か
し
、
現
世
や
来
世
を
説
い
て
い
る
。

こ
れ
を
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
い
う
が
、
広
義
に
は
釈

迦
の
み
な
ら
ず
、
釈
迦
の
弟
子
や
菩
薩
な
ど
の

前
世
の
因
縁
も
含
め
て
ジ
ャ
ー
タ
カ
、
あ
る
い

は
本
生
譚
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
。（
Ｗ
Ｉ
Ｋ
Ｉ

Ｐ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ａ
よ
り
）

②
【
ス
マ
ナ
サ
ー
ラ
長
老
】

ス
リ
ラ
ン
カ
上
座
仏
教
（
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
）

長
老
。
１
９
４
５
年
ス
リ
ラ
ン
カ
に
生
ま
れ
。

十
三
歳
で
出
家
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の
国
立
大
学
で

仏
教
哲
学
の
教
鞭
を
と
っ
た
の
ち
、
１
９
８
０

年
に
来
日
。
現
在
、
日
本
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教

協
会
な
ど
で
初
期
仏
教
の
伝
道
、
ヴ
ィ
パ
ッ
サ

ナ
ー
実
践
の
指
導
に
従
事
。
修
行
練
磨
の
誠

実
温
厚
な
人
柄
、
的
確
流
暢
な
日
本
語
に
よ

る
説
法
で
定
評
が
あ
る
。（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

《
第
三
十
一
回
　
お
寺
の
こ
ど
も
会
》

今
年
の
五
月
よ
り
子
ど
も
会
を

発
足
さ
せ
、
毎
月
第
三
土
曜
日
に

開
催
を
し
て
い
ま
す
。

お
寺
に
親
し
ん
で
も
ら
っ
た
り

仏
教
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
と

い
う
思
い
も
あ
る
の
で
す
が
、
や

は
り
何
よ
り
も
子
ど
も
た
ち
に
楽

し
ん
で
も
ら
え
る
か
な
と
い
う
不

安
は
あ
り
ま
す
。

現
在
子
ど
も
会
に
足
し
げ
く

通
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
い
る
の
を

有
り
難
く
感
じ
つ
つ
、
期
待
に
応

え
て
い
か
な
い
と
な
と
も
思
っ
て

い
ま
す
。

今
年
か
ら
、
子
ど
も
報
恩
講
が

再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

じ
ゅ
ん
こ
ち
ゃ
ん
が
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
子

ど
も
報
恩
講
に
は
、
二
百
人
を
超
え
る
親
子

が
本
堂
に
集
ま
っ
て
、
人
形
劇
や
マ
ジ
ッ
ク

を
見
た
り
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
み
ん
な
で
食

べ
て
、
楽
し
い
想
い
出
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

と
く
に
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
は
人
気
で
、
お

か
わ
り
自
由
だ
と
し
て
い
た
初
め
の
こ
ろ

は
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
飲
み
込
む
よ
う
に
し

て
、
何
杯
も
お
か
わ
り
を
す
る
お
友
達
も
あ

り
、
お
釜
の
ご
飯
が
す
っ
か
ら
か
ん
に
な
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
質
問
の
お
寺
で
報
恩
講
を

ど
う
し
て
大
切
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、
お
寺
で
一
番
大
切
に
し
て
い

る
、
御
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
の
こ
と
を
、『
正

信
偈
』
や
ご
和
讃
で
分
か
り
や
す
く
教
え

て
下
さ
っ
た
、
私
た
ち
の
宗
祖
・
親
鸞
聖
人

の
亡
く
な
っ
た
ご
命
日
の
お
勤
め
を
す
る
か

ら
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
ろ
は
、
鎌

倉
時
代
で
す
が
、
当
然
、
車
も
電
車
も
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
毎
年
、
必
ず
茨

城
県
や
東
京
に
い
た
お
弟
子
た
ち
は
、
何
日

も
か
け
て
京
都
の
親
鸞
聖
人
の
お
墓
に
集

ま
っ
て
、
ご
命
日
を
お
勤
め
し
た
そ
う
で
す
。

親
鸞
聖
人
の
お
墓
に
は
、
親
鸞
聖
人
の
お
像

が
あ
っ
て
、
そ
の
前
で
お
弟
子
た
ち
が
集
い
、

一
年
の
行
い
を
反
省
し
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
報
恩
講
に
な
り
ま
し
た
。

１１月は報恩講ですね。私も子１１月は報恩講ですね。私も子
ども報恩講で、大勢の子供たども報恩講で、大勢の子供た

ちとカレーを食べた楽しい想い出があちとカレーを食べた楽しい想い出があ
ります。どうして、報恩講は特別なの？ります。どうして、報恩講は特別なの？

ど
っ
ち
が

心

配
！

コーナーコーナー



◆
お
楽
し
み
会
再
開 

＝ 

さ
る
10
月
3
日
、

順
慶
寺
本
堂
に
て
、
お
楽
し
み
会
（
女
性

談
話
会
）
が
開
催
さ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
休
止

以
前
よ
り
多
く
の
方
が
集
ま
り
、
大
盛
況

と
な
っ
た
（
一
面
写
真
参
照
）。

◆
総
代
Ｏ
Ｂ
会
総
会
開
催 

＝ 

さ
る
10
月

15
日
、
総
代
Ｏ
Ｂ
で
作
る
総
代
Ｏ
Ｂ
会
の

総
会
を
開
催
。
以
降
の
活
動
を
平
常
に
戻

す
こ
と
、
会
長
・
酒
井
陽
次
氏
、
副
会
長
・

岡
本
孝
行
氏
、
会
計
・
岡
本
高
弘
氏
の
就

任
が
了
承
。
タ
ケ
ノ
コ
の
世
話
人
と
し
て
、

岡
本
正
博
、
池
田
正
男
の
両
氏
、
ハ
ス
の
世

話
人
と
し
て
、
岡
川
信
行
、
鈴
木
市
成
の

両
氏
が
推
薦
さ
れ
了
承
さ
れ
た
。

◆
帰
敬
式
受
式
予
定
者
十
九
名 

＝ 

十
一

月
の
当
山
報
恩
講
初
日
に
行
わ
れ
る
帰
敬

式
に
、
十
九
名
の
受
式
申
込
。
三
年
に
一
度

行
わ
れ
る
帰
敬
式
で
、
各
回
受
式
者
と
ほ

ぼ
同
数
と
な
っ
た
。

◆
携
帯
の
シ
ョ
ー
ト
メ
ー
ル
で
の
情
報
伝

達
開
始 

＝ 

11
月
の
報
恩
講
を
前
に
、
順

慶
寺
で
は
携
帯
電
話
の
シ
ョ
ー
ト
メ
ー

ル
（
Ｓ
Ｍ
Ｓ
）
で
の
情
報
配
信
を
始
め
る
。

シ
ョ
ー
ト
メ
ー
ル
を
使
う
理
由
は
、
ガ
ラ

先
日
、
娘
の
大
学
の
課
題
で
、
宗
教
法

人
の
リ
ソ
ー
ス
は
何
だ
と
聞
か
れ
ま
し
た
。

リ
ソ
ー
ス
と
は
、
能
力
や
時
間
、
資
金
や

資
料
、
資
材
や
供
給
源
な
ど
資
源
全
般
の

こ
と
。
そ
の
と
き
、
咄
嗟
に
総
代
さ
ん
、
お

手
伝
い
さ
ん
、
門
徒
の
皆
さ
ん
と
応
え
ま

し
た
が
、
一
番
中
心
と
な
る
べ
き
信
心
の
こ

と
を
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
恥
ず
か
し
さ
と
と

も
に
、
大
い
に
反
省
し
ま
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

右
上
顎
に
親
知
ら
ず
が
生
え
て
き
ま

し
た
。
母
親
は
親
知
ら
ず
を
抜
い
た
時
に

シ
ョ
ッ
ク
で
動
け
な
く
な
っ
た
と
話
し
て
い

ま
し
た
が
、
抜
く
の
は
痛
い
だ
ろ
う
な
あ

と
思
い
ま
す
。
虫
歯
に
な
り
や
す
い
と
よ

く
聞
く
の
で
、
抜
く
か
否
か
葛
藤
し
て
い

ま
す
。
兎
に
も
角
に
も
、
早
め
に
歯
医
者

へ
受
診
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。（
若
）

【3】　　　　2022 年 10 月 28 日発行

精
陽
院
釋
尼
彩
光

10
月
3
日
寂 

池
田
小
夜
子（
99
）

今
川
西
組 

池
田
加
代
子
様
の
母

10
月
度
護
寺
会
物
故
者

さ
る
10
月
8
日
午
後
2
時
よ
り
、
順
慶
寺
に
て
東
京
大
学
大
学
院
教
授
・
牧
野
篤
先
生
を

迎
え
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
休
止
を
経
て
三
年
ぶ
り
と
な
る
公
開
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

牧
野
篤
先
生
は
、
刈
谷
市
生
ま
れ
で
、

名
古
屋
大
学
に
て
教
育
学
を
専
攻
。
名
古

屋
大
学
教
授
の
と
き
、
地
域
社
会
と
教
育

と
の
連
携
に
関
わ
ら
れ
、
村
お
こ
し
な
ど

の
事
業
を
積
極
的
に
推
進
さ
れ
ま
し
た
。

東
京
大
学
に
赴
任
さ
れ
て
か
ら
は
、
全
国

か
ら
オ
フ
ァ
ー
を
受
け
る
第
一
人
者
で
、

芝
の
増
上
寺
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
も
な
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。

　
若
者
の
失
望

当
日
は
七
十
名
以
上
聴
衆
。

講
演
で
は
、
ま
ず
、
現
代
の
子
供
や
若
者

た
ち
に
お
い
て
、
生
き
る
こ
と
を
阻
害
す
る

要
因
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
り
、「
消
え
た

い
」
と
か
「
も
う
生
き
た
く
な
い
」
と
か
い

う
、
生
き
る
こ
と
を
促
進
す
る
要
因
が
少
な

く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
せ
れ
ま
し
た
。

原
因
の
一
つ
と
し
て
、
子
供
の
貧
困
問
題
が

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
日
本
に
お
い
て
、
子

供
の
相
対
貧
困
率
は
17
％
、
ひ
と
り
親
家
庭

に
限
る
と
57
％
が
貧
困
で
、
世
界
で
も
突
出

し
て
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
高
度
に
成
長
し
、
人
生
百
年
時
代

を
迎
え
た
日
本
に
お
い
て
、
少
子
高
齢
化
が

進
み
、
や
が
て
1.5
人
で
一
人
の
高
齢
者
を
支
え

る
計
算
と
な
る
。
高
齢
者
の
認
知
症
も
増
え

る
た
め
、
子
供
世
代
へ
の
負
担
が
増
え
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

大
切
な
認
め
ら
れ
る
こ
と

日
本
に
お
い
て
、
こ
れ
か
ら
最
も
期
待
さ

れ
る
こ
と
は
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
。

ご
飯
を
美
味
し
い
と
思
え
な
い
人
は
、
誤

嚥
が
多
い
と
の
調
査
結
果
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
対
策
と
し
て
、
話
せ
ば
わ
か
り
合
え
る
、

自
己
肯
定
感
を
高
め
ら
れ
る
居
場
所
を
発
見

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
小
さ
な
社
会
を
作
る
こ
と
を

目
指
し
ま
す
。
そ
の
実
践
例
と
し
て
、「
地
域

密
着
型
小
規
模
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」、
地
域
の
み

ん
な
で
共
有
し
支
え
あ
う
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
エ

コ
ノ
ミ
ー
、
よ
そ
の
孫
を
わ
が
孫
と
し
て
育
て

る
「
タ
マ
ゴ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
都
市
部
の
空

き
家
の
開
放
な
ど
が
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
高
齢
者
の
社
会
参
加
の
例
を
、

身
の
丈
ほ
ど
の
箸
で
は
、
自
ら
ご
飯
を
食
べ

ら
れ
な
い
が
、
食
べ
さ
せ
た
り
食
べ
さ
せ
て

も
う
ら
う
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
、「
長
い
箸
」

の
寓
話
に
譬
え
て
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

釋
貞
実

10
月
18
日
寂 

岡
本
貞
雄（
97
）

高
畑
組 

岡
本
俊
郎
様
の
父

ケ
ー
と
呼
ば
れ
る
従
来
の
携
帯
電
話
で
も
対

応
で
き
る
点
。
手
始
め
と
し
て
、
総
代
Ｏ
Ｂ

会
の
皆
さ
ん
に
報
恩
講
前
の
連
絡
を
ハ
ガ
キ

で
し
た
後
、
報
恩
講
直
前
に
シ
ョ
ー
ト
メ
ー

ル
で
個
々
に
内
容
確
認
の
メ
ー
ル
を
す
る
。

以
降
、
様
々
な
場
面
で
利
用
す
る
予
定
。

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

牧
野
篤
先
生
公
開
講
座
開
催

《
講
題
》
み
ん
な
の
し
あ
わ
せ
を
つ
く
る〈
社
会
〉へ

ー
人
生
百
年
時
代
の
生
き
方
を
考
え
る
ー

プロジェクターを使って講演された牧野先生（順慶寺本堂にて、 岡川経康氏撮影）

東
京
大
学
大
学
院
教
育
研
究
科
教
授

講
演
当
日
、
集
ま
っ
た
方
々
は
七
十
名
以
上
。

本
堂
の
定
員
三
十
五
名
を
大
幅
に
上
回
っ
た
。

本
堂
の
映
像
は
、
書
院
と
庫
裏
に
も
同
時
配

信
さ
れ
た
。



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 火  寺カフェ（9：00～11：00、順慶寺本堂南落間にて）
2 水
3 木 木 -1
4 金
5 土  男女助音講①（16：00、順慶寺本堂）
6 日
7 月  おたのしみ会（14：00、順慶寺本堂）
8 火
9 水

10 木  帰敬式説明会（14：00、順慶寺本堂） 木 -2
11 金
12 土
13 日
14 月

15 火  おみがき・大掃除（8：00、順慶寺）
 同朋ゼミ（14：00、順慶寺玄関）

16 水  男女助音講②（16：00、順慶寺本堂）
17 木  花立て（8：30、順慶寺） 木 -3

18 金 　　　　　　　　　第五回帰敬式（13：00～）
　　　　　　　　　こども報恩講（17：00～）

19 土 　　　　　　　　　二日目（9：30～12：00）
20 日 　　　　　　　　　三日目（9：30～12：00）
21 月  岡崎教区２１組・本山報恩講団参
22 火
23 水
24 木 木 -4
25 金
26 土
27 日
28 月  宗祖聖人御正忌御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 火
30 水
12/1 木  寺カフェ（9：00～11：00、順慶寺本堂南落間にて）

●
こ
ど
も
報
恩
講
に
つ
い
て

今
年
か
ら
親
子
報
恩
講
を
報
恩
講

の
初
日
午
後
５
時
か
ら
再
開
し
ま

す
。
お
楽
し
み
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
は
、

お
勝
手
会
の
方
が
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
弁

当
に
し
て
下
さ
い
ま
す
。
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
と
一
緒
に
参
加
し
て
く
だ

さ
い
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

●
報
恩
講
の
冊
子
を
増
刷
し
ま
す

今
年
の
報
恩
講
に
合
わ
せ
て
、
順
慶

寺
の
報
恩
講
の
お
勤
め
（
助
音
）
に

使
う
、『
お
寺
の
報
恩
講
』
の
増
刷

を
し
ま
す
。
第
一
刷
と
は
ち
が
い
、
少

し
簡
易
的
な
も
の
と
な
り
ま
す
が
、

内
容
は
同
じ
で
す
。
ご
希
望
の
方
は
、

報
恩
講
当
日
に
お
買
い
求
め
く
だ
さ

い
。
売
価
は
一
冊
五
百
円
で
す
。

●
報
恩
講
で
の
雅
楽
に
つ
い
て

本
年
、
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
し
て
い
た

報
恩
講
最
終
日
の
雅
楽
を
復
活
さ
せ

る
予
定
で
す
。
例
年
、
午
後
の
法
要

で
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は

午
前
の
み
と
な
り
ま
す
の
で
、
最
終

日
の
午
前
で
行
い
ま
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
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おしらせ

サ
ン
マ

み
な
さ
ん
、
十
月
が
過
ぎ
て
い
よ
い
よ

朝
晩
の
冷
え
込
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
ね
。
体
調
は
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
。

朝
晩
が
寒
く
な
る
と
、
何
だ
か
食
べ
た
く

な
る
の
が
サ
ン
マ
で
す
ね
。
秋
刀
魚
と
漢
字

で
書
き
ま
す
が
、
秋
に
獲
れ
る
刀
の
姿
を
し

た
魚
と
い
う
意
味
ら
し
い
で
す
。
テ
レ
ビ
の

番
組
な
ん
か
で
七
輪
で
サ
ン
マ
を
焼
い
て
い

る
の
を
見
る
と
、
い
よ
い
よ
食
欲
が
で
て
き

て
、
思
わ
ず
食
べ
た
く
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
と
こ
ろ
サ
ン
マ
が
高
く

な
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
原

因
は
、
サ
ン
マ
の
乱
獲
に
よ
る
資
源
量
の
不

足
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
燃
料

代
な
ど
の
高
騰
も
あ
っ
て
、
今
年
は
、
十
年

11
月
行
事
内
容 

詳
細

前
の
二
～
三
倍
の
値
段
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

サ
ン
マ
は
ワ
タ
の
部
分
に
も
か
な
り
栄
養

が
あ
る
よ
う
な
の
で
、
漁
師
の
皆
さ
ん
に
感

謝
し
つ
つ
残
さ
ず
大
切
に
い
た
だ
か
な
く
て

は
と
思
い
ま
す
。

テ
レ
ビ
見
て

テ
レ
ビ
見
て

直
ぐ
に
欲
が
る
秋
刀
魚
か
な

直
ぐ
に
欲
が
る
秋
刀
魚
か
な

松
沢
久
子

松
沢
久
子

当
山
報
恩
講

11
月
18
日（
金
）
～ 

20
日（
日
）

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
は
、
初
日
に
帰
敬
式
と
親
子
報
恩

講
を
開
催
し
、
二
日
目
・
三
日
目
の
午

前
の
日
程
で
法
要
を
開
催
す
る
予
定
で

す
。
基
本
的
に
、
二
日
目
を
今
川
・
三

河
地
域
、
三
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
お
勝
手
会
に
よ
る
お
持

ち
帰
り
弁
当
と
い
た
し
ま
す
。

当山報恩講

令
和
四
年
度 

当
山
報
恩
講
日
程

11
月
18
日（
金
）

 
13
時
～
15
時 

 

第
五
回
帰
敬
式

 

17
時
～
18
時 

 

こ
ど
も
報
恩
講

11
月
19
日（
土
） 
結
願
逮
夜

 

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
：
今
川
地
区
・
三
河
地
域
他

11
月
20
日（
日
）
結
願
日
中

 

9
時
30
分
～ 

お
勤
め

 

10
時
15
分
～ 

法
話
（
正
午
終
了
）

 
 

 

講
師
：
飯
田
真
宏
氏

 

◎
ご
案
内
：
泉
田
地
区
・
尾
張
地
域
他


