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◆◇ 歴史の底力 ◇◆
戦国時代には、 一向一揆を興すほどに寺と民衆は一体であった。 しかし、 江戸時代に始まった寺請

制度によって、寺の護持は安定したが、本来の役割は薄れてしまった。 寺の本来の役割は、苦しむ人々

と寄り添い、 教えを説いていくこと。 公開講座で安藤先生は、 この一点を強く教えられた。

◇ 

過
ち
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の 

◇

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

「
自
分
の
過
ち
を
指
摘
し
、
教
え
て
く
れ
る

聡
明
な
人
に
出
会
っ
た
ら

宝
の
あ
り
か
を
教
え
て
く
れ
る
人
に

つ
き
従
う
よ
う
に

そ
の
人
に
つ
き
従
え
。

そ
の
よ
う
な
人
に
つ
き
従
う
な
ら
ば

善
い
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
悪
い
こ
と
は
な
い
。」

（
第
七
十
六
偈
）

か
ら
の
出
典
で
す
。

私
た
ち
は
、
自
分
の
思
い
を
肯
定
し
て
く
れ
る
人
、
思

い
通
り
に
さ
せ
て
く
れ
る
人
、
わ
が
ま
ま
を
許
し
て
く
れ

る
人
を
、
い
い
人
だ
と
し
ま
す
。
逆
に
、
耳
の
痛
い
話
を

す
る
人
は
、
嫌
な
人
、
悪
い
人
と
し
て
遠
い
と
こ
ろ
に
追

い
や
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
失
敗
し
た
と
き
、
病
気
に
な
っ

た
と
き
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
た
と
き
に
、
よ

う
や
く
自
身
を
見
直
す
ご
縁
を
頂
き
ま
す
。
凡
夫
の
身
で

も
、
時
遅
く
し
て
、
か
つ
て
耳
の
痛
い
こ
と
を
教
え
て
く

れ
た
こ
と
が
、
実
は
大
切
だ
っ
た
の
だ
と
頭
が
下
が
り
ま
す
。

今
月
の
出
典
は
、
釈
尊
が
祇
園
精
舎
に
お
ら
れ
た
と

き
、
ラ
ー
ダ
と
い
う
長
老
に
ま
つ
わ
る
話
で
す
。

ラ
ー
ダ
は
、
貧
し
い
バ
ラ
モ
ン
の
生
ま
れ
で
し
た
。

何
と
か
釈
尊
の
も
と
で
出
家
を
し
た
い
と
祇
園
精
舎
の

近
く
で
草
取
り
や
掃
除
な
ど
の
手
伝
い
を
申
し
出
ま
し

た
。
し
か
し
、
釈
尊
の
弟
子
た
ち
は
、
ラ
ー
ダ
を
大
切

に
し
ま
し
た
が
、
出
家
の
勧
め
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
ラ
ー
ダ

は
心
労
の
た
め
、
み
る
み
る
痩
せ
て
い
き
ま
し
た
。

あ
ま
り
に
弱
っ
た
ラ
ー
ダ
を
見
て
、
釈
尊
は
、
ラ
ー
ダ

の
こ
と
を
心
配
し
、
ラ
ー
ダ
の
身
の
上
を
知
る
人
を
探
し

ま
し
た
。
す
る
と
、
一
番
弟
子
の
舎
利
弗
が
、「
彼
は
私
が

托
鉢
を
し
て
い
た
と
き
、
一
匙
の
食
べ
物
を
施
し
ま
し
た
」
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秋
ら
し
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
結
局

は
こ
の
10
月
も
夏
の
続
き
の
よ
う
な
日

ば
か
り
。
10
月
末
な
の
に
ま
だ
昼
間
は

半
袖
で
し
た
が
、
朝
夕
だ
け
は
よ
う
や

く
涼
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

涼
し
く
な
っ
て
、
や
れ
や
れ
で
す
が
、

お
寺
参
り
に
来
ら
れ
る
方
か
ら
、
激
し

い
寒
暖
差
に
つ
い
て
い
か
れ
な
い
と
い
う

声
も
多
く
聞
か
れ
ま
し
た
。

一
方
、
境
内
に
た
っ
ぷ
り
の
雨
が
降
り
、

草
は
元
気
い
っ
ぱ
い
で
す
。
や
む
な
く

草
と
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、

何
故
か
今
年
は
異
常
な
ほ
ど
に
虫
に
刺

さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
か
さ
ぶ
た
だ
ら
け
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

な
ん
で
も
真
夏
の
高
温
で
活
動
停

止
し
て
い
た
虫
が
秋
真
っ
只
中
に
ブ
ン

ブ
ン
飛
び
回
っ
て
い
る
の
だ
と
か
。
そ

う
言
え
ば
、
家
の
中
に
小
バ
エ
が
多
く

い
た
り
、
カ
メ
ム
シ
も
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
、

「
ギ
ャ
ッ
！
」
と
声
を
あ
げ
た
り
し
て
い

ま
す
。

人
間
が
招
い
た
温
暖
化
に
自
然
か
ら

の
し
っ
ぺ
返
し
な
の
で
し
ょ
う
か
。
め
ぐ

り
め
ぐ
っ
て
の
報
い
な
の
で
す
ね
。

と
言
っ
た
の
で
、
釈
尊
は
舎
利
弗
の
も
と
で
修

行
す
る
よ
う
に
し
て
出
家
さ
せ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ラ
ー
ダ
は
、
舎
利
弗
の
厳
し
い

言
葉
を
す
べ
て
受
け
入
れ
た
た
め
、
い
ち
早

く
①

阿あ

羅ら

漢か
ん
に
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。

◇ 

心
に
残
る
厳
し
い
言
葉 
◇

「
し
か
る
に
念
仏
よ
り
ほ
か
に
往
生
の
み
ち

を
も
存
知
し
、
ま
た
法
文
等
を
も
し
り
た
る

ら
ん
と
、
こ
こ
ろ
に
く
く
お
ぼ
し
め
し
て
お

は
し
ま
し
て
は
ん
べ
ら
ん
は
、
お
ほ
き
な
る

あ
や
ま
り
な
り
」（『
歎
異
抄
』
第
二
章
）

こ
れ
は
、
多
く
の
弟
子
を
関
東
に
残
し
て
、

京
都
に
帰
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
を
訪
ね
て
、
は

る
ば
る
関
東
か
ら
来
ら
れ
た
お
弟
子
た
ち
に

対
し
た
と
き
の
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
で
す
。

六
十
歳
を
過
ぎ
て
京
都
に
親
鸞
聖
人
が

帰
洛
さ
れ
て
か
ら
、
関
東
で
は
、
弟
子
た
ち

だ
け
で
念
仏
の
教
え
を
頂
き
続
け
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
や
が
て
弟
子
た
ち
に
も
様
々

な
考
え
を
持
つ
人
が
出
て
き
て
混
乱
を
深
め

て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
親
鸞
聖
人
は

息
子
の
②

善ぜ
ん

鸞ら
ん

を
関
東
に
送
り
出
し
混
乱
を

鎮
め
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
当
の
善
鸞
が
、

親
鸞
聖
人
が
言
い
も
し
な
い
こ
と
を
言
い
ふ

ら
す
事
態
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
も
、関
東
の
弟
子
た
ち
は
、度
々

親
鸞
聖
人
の
元
に
行
き
、
様
々
な
導
き
を
頂

い
て
い
ま
し
た
が
、
息
子
の
善
鸞
が
誣ぶ

告こ
く
を

し
た
と
な
る
と
は
さ
す
が
に
大
混
乱
。
弟
子

た
ち
は
、
居
て
も
起
っ
て
も
お
ら
れ
ず
、
親

鸞
聖
人
の
も
と
に
駆
け
つ
け
た
よ
う
で
す
。

そ
の
弟
子
た
ち
に
対
し
て
、
念
仏
の
話
を

聞
き
に
き
た
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
こ
に
来
る
必

要
は
な
い
と
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で

す
。
弟
子
た
ち
の
な
か
に
は
受
け
止
め
き
れ

ず
、
愚
痴
に
な
っ
た
人
も
い
た
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
後
年
、
弟
子
の
唯
円
は
、
親
鸞

聖
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
大
切
な
言
葉
と
し
て
、

こ
の1

節
を
『
歎
異
抄
』
に
残
し
ま
し
た
。

①
【
阿
羅
漢
】　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語arhat

（
ア
ル
ハ
ッ
ト
）、

パ
ー
リ
語arahant

（
ア
ラ
ハ
ン
ト
）
に
由

来
し
、仏
教
に
お
い
て
最
高
の
悟
り
を
得
た
、

尊
敬
や
施
し
を
受
け
る
に
相
応
し
い
聖
者
の

こ
と
。
こ
の
境
地
に
達
す
る
と
迷
い
の
輪
廻

か
ら
脱
し
て
涅
槃
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
。
略
称
し
て
羅
漢
と
も
い
う
。
漢
訳
に

は
応
供
（
お
う
ぐ
）
と
い
う
意
訳
も
あ
る
。

（Wikipedia

よ
り
）

②
【
善
鸞
】　

生
没
年
不
詳
。
親
鸞
聖
人
の
子
。
号
は

慈
信
房
。
親
鸞
聖
人
が
東
国
を
去
っ
た
の

ち
、
門
弟
間
に
異
義
が
生
じ
た
建
長
年
間

（
１
２
４
９
～
１
２
５
６
）
の
初
め
東
国
に

下
っ
た
が
、
か
え
っ
て
親
鸞
聖
人
の
実
子
と

い
う
地
位
を
盾
に
、
親
鸞
聖
人
の
正
意
と

称
し
て
、
第
十
八
願
を
「
し
ぼ
め
る
花
」
に

例
え
た
異
義
を
唱
え
、
ま
た
幕
府
要
路
者

に
働
き
か
け
て
念
仏
弾
圧
を
工
作
し
、
門

弟
た
ち
を
混
乱
に
陥
れ
た
た
め
、
康
元
元

年
（
１
２
５
６
）
親
鸞
聖
人
に
義
絶
さ
れ
た
。

義
絶
後
は
巫
覡
（
ふ
げ
き
）
の
徒
と
な
っ
た

と
い
う
。（『
日
本
大
百
科
全
書
』
よ
り
）

《
第
五
十
五
回  

物
を
い
え 

》

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
と

い
う
書
物
に
こ
の
よ
う
な
一
節
が
あ

る
こ
と
を
先
日
学
び
ま
し
た
。

「「
物
を
い
え
い
え
」
と
、
仰
せ
ら

れ
候
う
。「
物
を
い
わ
ぬ
者
は
、
お

そ
ろ
し
き
」
と
、
仰
せ
ら
れ
候
う
。」

と
い
う
一
節
で
す
。

自
ら
の
了
解
を
声
に
出
し
て
発

信
し
て
み
な
い
と
、
治
せ
る
も
の
も

治
せ
な
く
な
る
と
い
う
の
で
す
。

聞
く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一

生
の
恥
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま

す
が
、
勇
気
を
出
し
て
声
に
出
し

て
み
な
け
れ
ば
、
自
分
が
間
違
っ
て

い
た
こ
と
に
す
ら
気
付
け
な
い
事
が

恐
ろ
し
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

じ
ゅ
ん
こ
ち
ゃ
ん
、
帰き

敬
き
ょ
う

式し
き

と
い

う
言
葉
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た

ね
。
寺
報
を
見
て
知
っ
た
の
で
す
か
？

じ
ゅ
ん
こ
ち
ゃ
ん
の
言
う
通
り
、
今
年

は
、
順
慶
寺
で
帰
敬
式
を
実
施
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
以
前
か
ら
本
山
（
東
本
願
寺
）

の
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
真
影
の
前
で
、
帰

敬
式
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
を
、
末
寺
に

も
広
く
認
め
て
、
末
寺
の
住
職
に
執
行
す

る
こ
と
を
許
し
た
た
め
で
す
。

さ
て
、
帰
敬
式
と
い
う
儀
式
で
す
が
、

こ
れ
は
、
お
剃
刀
を
使
っ
て
剃
髪
の
儀
式

を
す
る
こ
と
で
す
。
剃
髪
と
は
、
頭
を
丸

め
る
こ
と
で
す
が
、
実
際
に
は
髪
の
毛
を

切
る
こ
と
は
せ
ず
、
剃
刀
を
三
回
あ
て
て
、

髪
の
毛
を
落
と
し
た
こ
と
に
し
ま
す
。
三

回
と
は
、
有
名
に
な
り
た
い
（
名
聞
）、
う

ま
く
や
り
た
い
（
利
養
）、
負
け
た
く
な
い

（
勝
他
）
と
い
う
、
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
に
負

け
て
し
ま
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
迷
い
を

剃
刀
を
あ
て
て
一
つ
ず
つ
を
切
り
捨
て
る
、

と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

帰
敬
式
を
す
る
と
、
頭
を
丸
め
た
と
同

じ
で
、
お
釈
迦
様
の
お
弟
子
と
な
り
、
欲

や
怒
り
や
愚
痴
な
ど
の
毒
気
の
あ
る
心
の

ま
ま
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
教
え
を
受

け
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
お
釈
迦
様
の
「
釈
」
の
字
を
一
字

い
た
だ
い
て
、
法
名
を
受
け
る
わ
け
で
す
。

帰
敬
式
は
、
新
た
な
仏
弟
子
の
誕
生
を

祝
う
儀
式
と
い
っ
て
も
い
い
で
す
。

今年、お寺の報恩講の初今年、お寺の報恩講の初
日に、帰敬式という儀式日に、帰敬式という儀式

が予定されていますが、何をすが予定されていますが、何をす
るのですか？るのですか？

し
っ
ぺ
返
し

コーナーコーナー



◆
玄
関
前
雨
落
ち
工
事
終
了
＝ 

さ
る
9
月

30
日
、
客
殿
書
院
（
玄
関
）
の
雨
落
ち
工
事

が
完
了
し
た
。
玄
関
の
下
駄
箱
付
近
に
、
大

雨
の
際
に
雨
水
が
雨
樋
か
ら
あ
ふ
れ
出
て
い

た
た
め
、
雨
樋
に
銅
板
を
足
し
て
あ
ふ
れ
出

さ
な
い
よ
う
に
す
る
工
事
が
必
須
だ
っ
た
。

◆
境
内
庭
師
が
交
代
＝ 

昨
年
ま
で
永
き

亘
っ
て
順
慶
寺
境
内
の
造
園
を
取
り
持
っ

て
下
さ
っ
た
、
翠
保
造
園
さ
ん
が
今
年
の

夏
ま
で
に
勇
退
さ
れ
た
た
め
、
急
遽
現
量

委
員
で
庭
師
を
探
す
こ
と
な
っ
た
。
難
航

し
た
が
、
10
月
よ
り
西
尾
市
田
貫
の
庭
新

さ
ん
が
受
け
て
下
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

◆
本
山
団
参
〆
切
＝ 

本
年
度
の
本
山
報
恩

講
団
参
の
募
集
を
10
月
20
日
締
め
切
っ
た
。

〆
切
ま
で
に
順
慶
寺
か
ら
申
込
を
し
た
参

加
予
定
者
は
、
26
名
と
な
っ
た
。

10
月
に
初
め
て
北
陸
新
幹
線
に
乗
っ
て
、

富
山
に
行
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
あ
る
御
門

徒
の
方
が
、
富
山
に
引
っ
越
さ
れ
て
、
仏
壇

の
御
移わ
た

徙ま
し

を
さ
れ
た
た
め
で
す
。
近
く
に
は
、

能
登
地
震
の
被
災
地
も
あ
っ
て
、
最
近
ま
で

水
道
が
止
ま
っ
て
い
た
と
聞
き
ま
し
た
。
傍

か
ら
見
る
と
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え

た
の
で
、
そ
れ
は
良
か
っ
た
と
安
堵
し
た
の

で
す
が
、
実
は
、
被
災
さ
れ
た
方
の
苦
労
が

見
え
な
か
っ
た
だ
け
の
愚
か
者
で
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

先
日
キ
ン
モ
ク
セ
イ
の
甘
い
香
り
が
帰

り
が
け
に
香
っ
て
き
ま
し
た
。
例
年
は
も

う
少
し
早
く
か
ら
香
っ
て
き
た
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
連
日
の
暑
さ
の
影
響
で
し
ょ

う
か
、
秋
の
訪
れ
も
遅
れ
て
き
て
い
る
よ

う
で
す
。（
若
）
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10
月
度
護
寺
会
物
故
者

順
慶
寺
で
は
、
毎
年
10
月
に
著
名
な
先
生

を
お
迎
え
し
、
公
開
講
座
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
今
年
は
、
10
月
初
旬
に
な
っ
て
も
、
冷

房
が
必
要
な
暑
さ
で
し
た
が
、
ほ
ぼ
満
堂
の

聴
講
の
皆
さ
ん
が
本
堂
に
集
ま
り
ま
し
た
。

今
年
の
講
師
は
、
一
昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大

河
ド
ラ
マ
『
ど
う
す
る
家
康
』
に
、
資
料
を

提
供
さ
れ
、自
ら
も
ド
ラ
マ
に
出
演
さ
れ
た
、

同
朋
大
学
の
安
藤
弥
先
生
を
講
師
に
迎
え
、

「
一
向
一
揆
後
の
寺
院
に
つ
い
て
」
と
い
う
講

題
で
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
話
は
、
ま
ず
、
先
生
が
大
河
ド
ラ
マ
に

臨
時
に
出
演
さ
れ
た
話
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
一
向
一
揆
の
お
話
、
一
向
一
揆
後
の
寺

院
に
つ
い
て
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

三
河
一
向
一
揆
は
、
家
康
の
三
大
危
機
の
一

つ
に
数
え
ら
れ
、
多
く
の
家
来
が
自
身
に
刃

向
か
う
形
に
な
っ
た
、
一
大
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で

し
た
。
永
禄
６
年
（
１
５
６
３
）
に
勃
発
し
、

半
年
ほ
ど
続
い
た
一
揆
で
し
た
が
、
や
が
て
、

多
く
の
家
来
が
帰
参
し
た
た
め
、
永
禄
７
年

（
１
５
６
４
）
終
息
に
向
か
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
家
康
の
命
に
よ
り
、
本
願
寺

下
の
寺
院
は
、
本
願
寺
以
外
の
真
宗
に
移
る

か
、
他
宗
へ
の
改
宗
を
迫
り
、
拒
ん
だ
寺
院

は
破
却
し
ま
し
た
。

一
揆
が
終
結
し
て
か
ら
、
十
九
年
間
は
、

三
河
国
に
お
い
て
真
宗
は
禁
制
と
な
り
ま
し

た
が
、
信
長
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
（
天
正
11

年
、
１
５
８
３
）、
刈
谷
城
主
・
水
野
忠
政

の
娘
で
、
家
康
の
母
・
於
大
の
妹
に
あ
た
る
、

妙
春
尼
に
赦
免
の
報
せ
が
届
き
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
妙
春
尼
が
三
河
の
真
宗
再
興
に
動
い

た
の
で
し
た
。

最
後
に
、
安
藤
先
生
は
、
こ
う
し
た
経

緯
を
踏
ま
え
、
泉
田
に
五
ヶ
寺
あ
っ
た
と
い

う
真
宗
寺
院
の
こ
と
を
話
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

泉
田
は
、
絵
下
城
と
い
う
城
が
あ
り
、
衣

浦
湾
で
貿
易
が
で
き
、
矢
田
作
十
郎
と
い
う

城
主
が
支
配
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
矢

田
作
十
郎
が
一
向
一
揆
の
際
に
討
ち
死
に
し

て
か
ら
、
泉
田
の
歴
史
が
途
絶
え
て
し
ま
い

す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
泉
田
に
あ
っ
た

五
ヶ
寺
も
他
宗
に
改
宗
し
て
、
赦
免
に
な
っ

て
も
ま
だ
、
住
職
は
追
放
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ

た
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
の
お
話
で
し
た
。

彩
華
院
釋
尼
清
里

10
月
5
日
寂 

鍋
島
里
絵（
58
）

名
古
屋
市 

小
松
方
樹
様
の
娘

さ
る
10
月
5
日
（
土
）
午
後
2
時
よ
り
順
慶
寺
本
堂
に
て
、
同
朋
大
学
教
授
・
安
藤

弥わ
た
る

先
生
を
講
師
に
迎
え
公
開
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

浄
道
院
釋
孝
誠

9
月
28
日
寂 

鬼
頭
孝
次（
77
）

一
ツ
木
町 

鬼
頭
政
利
様
の
父

瑞
現
院
釋
直
幹

10
月
19
日
寂 

杉
浦
幹
雄（
90
）

一
ツ
木
町 

杉
浦
真
様
の
祖
父

智
厚
院
釋
毅
顕

10
月
1
日
寂 

加
藤　

毅（
72
）

大
久
屋
前
川
組 

加
藤
温
様
の
兄

精
陽
院
釋
尼
見
浄

10
月
26
日
寂 

岡
本
き
よ
江（
94
）

知
立
市 

岡
本
修
一
様
の
母

釋
勝
観

10
月
27
日
寂 

塚
本
勝
美（
92
）

名
古
屋
市 

塚
本
良
子
様
の
夫

１０月９日、むつみ会が主催して、順慶寺本堂にて
ゆるふわ体操が開かれました。ゆるやかにふわ
っと体をほぐして、血行をよくするゆるふわ体操を、
今川町の橋本久美子先生に教えていただきました。

公開講座での安藤弥先生（10月5日、順慶寺本堂にて）

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

「
一
揆
後
の
寺
院
に
つい
て
」を
熱
演

公
開
講
座
の
安
藤
弥
先
生

自然治癒力を呼び戻す

ゆるふわ体操



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  コーラス練習（15：00、順慶寺本堂）
 報恩講助音練習（16：00、順慶寺本堂）

3 日 文化の日
4 月  おたのしみ会（14：00、順慶寺）
5 火
6 水
7 木  帰敬式事前説明会（14：00、順慶寺本堂） 木－１
8 金

9 土  コーラス練習（15：00、順慶寺本堂）
 報恩講助音練習（16：00、順慶寺本堂）

10 日
11 月

12 火  おみがき大掃除（8：30、順慶寺）
 花立て（13：00、順慶寺本堂）

13 水
14 木  報恩講準備・お荘厳（8：00、順慶寺本堂） 木－２

15 金 　　　　　　　　　帰敬式（13：00～）
　　　　　　　　　こども報恩講（17：00～）

16 土 　　　　　　　　　第二日目（午前・午後）
17 日 　　　　　　　　　第三日目（午前・午後）
18 月
19 火  同朋ゼミ（14：00、順慶寺玄関）
20 水
21 木  21組主催・本山報恩講団参 木－ 3
22 金
23 土 勤労感謝の日
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木  宗祖聖人御正忌御命日（7：00、順慶寺本堂） 木－ 4
29 金  
30 土
12/1 日  （有志）寺カフェ（9：00～、順慶寺南落間他）

当山報恩講

●
報
恩
講
コ
ー
ラ
ス
及
び
助
音
練

習
に
つ
い
て

今
年
も
報
恩
講
前
の
事
前
助
音
練

習
を
11
月
2
日
、
9
日
の
両
日
午
後

４
時
か
ら
実
施
し
ま
す
。
今
年
か
ら

は
、
助
音
に
は
参
門
会
の
参
加
の
予

定
で
す
。
な
お
、
同
日
、
午
後
３
時

か
ら
コ
ー
ラ
ス
の
練
習
も
実
施
し
ま

す
。

●
11
月
か
ら
お
取
越
を
は
じ
め
ま
す

11
月
か
ら
例
年
の
よ
う
に
、
各
家
に

お
取
越
（
在
家
報
恩
講
）
を
勤
め
に

上
が
り
ま
す
。
各
地
門
徒
の
皆
さ
ん

に
は
、
事
前
に
ハ
ガ
キ
に
て
参
詣
予

定
日
時
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
公
開
講
座
で
使
用
し
た
図
録
『
親
鸞

と
東
北
の
念
仏
』
を
販
売
し
ま
す

今
月
の
一
面
写
真
に
あ
る
よ
う
に
、
安

藤
弥
先
生
が
関
わ
ら
れ
た
、
仙
台
市

博
物
館
で
開
催
さ
れ
て
い
る
特
別
展
、

『
親
鸞
と
東
北
念
仏
～
ひ
ろ
が
る
信

仰
の
世
界
』
の
図
録
を
、
希
望
者
に

実
費
（
２
８
０
０
円
）
で
販
売
し
ま
す
。

限
定
数
は
先
着
４
册
で
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@
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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
シ
ク
ラ
メ
ン

み
な
さ
ん
、
10
月
の
終
わ
り
ご
ろ
に
な
っ

て
よ
う
や
く
朝
晩
が
涼
し
く
な
っ
て
き
ま
し

た
ね
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
秋
バ
テ
も
あ
る

そ
う
で
す
が
、
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
。

秋
が
深
ま
っ
て
く
る
と
、
木
々
も
セ
ピ
ア

色
に
な
っ
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
シ
ク

ラ
メ
ン
の
花
は
、
こ
の
こ
ろ
に
鮮
や
か
に
咲

き
ま
す
。
よ
く
、
花
屋
さ
ん
や
ス
ー
パ
ー
で

見
か
け
る
の
で
、
馴
染
み
深
い
で
す
ね
。

昭
和
に
「
♪
シ
ク
ラ
メ
ン
の
か
お
り
」
と

い
う
歌
が
流
行
っ
た
そ
う
で
す
が
、
聞
く
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
シ
ク
ラ
メ
ン
に
は
あ
ま
り

香
り
が
な
い
そ
う
で
す
。
こ
の
歌
が
流
行
っ

た
こ
と
で
、
い
い
香
り
の
す
る
シ
ク
ラ
メ
ン

は
な
い
か
と
研
究
さ
れ
、
三
十
年
ほ
ど
前
に

11
月
行
事
内
容 

詳
細

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
作
っ
た
そ
う
で
す
。

和
名
で
は
、
カ
カ
リ
ビ
ナ
と
呼
ば
れ
る
そ

う
で
す
が
、こ
れ
は
、九
条
武
子
さ
ん
が
「
か

が
り
火
の
よ
う
な
花
で
す
ね
」
と
言
っ
た
こ

と
を
聞
い
た
、
彼
の
牧
野
富
太
郎
氏
が
命
名

し
た
そ
う
で
す
。

出
荷
き
ま
る

出
荷
き
ま
る

万
の
炎
の
シ
ク
ラ
メ
ン

万
の
炎
の
シ
ク
ラ
メ
ン

西
村
和
江

西
村
和
江

当
山
報
恩
講

11
月
15
日（
金
）
～ 

17
日（
日
）

於
：
順
慶
寺
本
堂

順
慶
寺
最
大
の
法
要
、
報
恩
講
を
護
寺

会
の
総
力
で
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

本
年
は
、
初
日
に
帰
敬
式
と
こ
ど
も
報

恩
講
を
開
催
し
、
二
日
目
（
コ
ー
ラ
ス

も
あ
り
）・
三
日
目
は
通
常
の
午
前
午

後
の
日
程
で
法
要
を
開
催
す
る
予
定
で

す
。
三
日
目
の
午
後
の
法
要
は
、
三
河

雅
楽
研
究
会
の
皆
さ
ま
に
よ
る
雅
楽
の

伴
奏
（
附
物
）
が
あ
り
ま
す
。

お
斎
接
待
は
、
二
日
目
を
今
川
・
三
河

地
域
、
三
日
目
を
泉
田
・
尾
張
地
区
の

お
斎
ご
案
内
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
都
合
に
よ
り
別
日
に
つ
く
こ
と
も

可
能
で
す
。
な
お
、
本
年
も
お
茶
接
待

を
実
施
い
た
し
ま
す
。

令
和
六
年
度 

当
山
報
恩
講
日
程

11
月
15
日（
金
）

 
13
時
～
15
時 

 

帰
敬
式

 

17
時
～
18
時
半  

こ
ど
も
報
恩
講

11
月
16
日（
土
） 
結
願
逮
夜

 

10
時
～
12
時 

 
お
勤
め
・
法
話

 

13
時
～
15
時 

 
お
勤
め
・
法
話

 

　

講
師
：
同
朋
大
学
講
師　

飯
田
真
宏
氏

　

◎
お
斎
ご
案
内
：
今
川
地
区
・
三
河
地
域
他

11
月
17
日（
日
）
結
願
日
中

 

10
時
～
12
時 

 

お
勤
め
・
法
話

 

13
時
～
15
時 

 

お
勤
め
・
法
話 

 

　

講
師
：
元
名
古
屋
音
大
教
授
宇
治
谷
顕
氏

　

◎
お
斎
ご
案
内
：
泉
田
地
区
・
尾
張
地
域
他


