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◆◇ 三年に一度の帰敬式 ◇◆
順慶寺では、三年に一度、帰敬式を開催している。 前回の帰敬式がコロナ禍で一年順延になったことから、

今回は二年間隔の実施となった。 帰敬式では、 本山から青色の肩衣が特別に授与されて、 この肩衣を着

衣して受式にすることとなる。 受式者には、 肩衣の裏側に、 授与法名と受式日を書くように指導がある。

◇ 

有
害
な
老
人
と
は 

◇

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

「
頭
髪
が
白
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

長
老
（
智
慧
者
）
な
の
で
は
な
い
。

徒
に
年
老
い
た
だ
け
な
ら

空
し
く
老
い
た
人
に
す
ぎ
な
い
。（
第
二
六
〇
偈
）

誠
実
で
、
徳
が
あ
り

殺
め
る
こ
と
な
く
、
慎
ん
で
、
自
制
し

汚
れ
を
除
き
、
気
を
つ
け
て
い
る
人

か
れ
こ
そ
長
老
と
呼
ば
れ
る
。（
第
二
六
一
偈
）」

か
ら
の
引
用
で
す
。

今
年
も
師
走
に
な
り
ま
し
た
。
体
温
ほ
ど
に
も

な
っ
た
酷
暑
に
耐
え
て
、
よ
う
や
く
秋
に
な
っ
た
と

思
っ
た
ら
、
も
う
年
の
瀬
で
す
。
暑
さ
に
か
ま
け
て
、

一
年
、
何
も
し
な
い
間
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

思
い
が
募
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
今
月
は
、
釈
尊
が
祇
園
精
舎
に
滞
在
さ
れ

て
い
た
と
き
に
、
こラ
ク
ン
タ
カ

び
と
の
バ
ッ
テ
ィ
ヤ
と
い
う
長

老
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
一
節
で
す
。

あ
る
日
、
バ
ッ
テ
ィ
ヤ
長
老
が
釈
尊
に
奉
仕
を
し

て
帰
る
途
中
、
三
十
人
の
比
丘
が
ひ
と
き
わ
身
長
の

低
い
長
老
の
姿
を
見
て
敬
礼
も
せ
ず
通
り
過
ぎ
、
釈

尊
の
元
に
来
て
か
ら
敬
礼
を
し
て
座
っ
た
の
を
見
て
、

釈
尊
が
比
丘
た
ち
に
語
り
か
け
ま
し
た
。

「
あ
な
た
た
ち
は
、
長
老
を
見
ま
し
た
か
」

「
い
や
、
見
て
い
ま
せ
ん
。
こ
び
と
の
歳
を
と
っ
た

①

沙し
ゃ

弥み

を
見
ま
し
た
」

「
比
丘
た
ち
よ
、
バ
ッ
テ
ィ
ヤ
は
沙
弥
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
長
老
で
す
。
私
は
、
歳
を
と
っ
て
長
老
の
座

に
座
っ
て
い
る
人
を
長
老
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
真
実

を
よ
く
理
解
し
、
多
く
の
人
々
に
対
し
て
無
害
の
境

地
に
な
れ
た
人
を
長
老
と
い
う
の
で
す
」

釈
尊
は
、
弟
子
に
対
し
て
、
煩
悩
ま
み
れ
て
日
々
を
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11
月
の
報
恩
講
で
は
大
勢
の
方
が
お

詣
り
く
だ
さ
り
有
り
難
い
こ
と
で
ご
さ

い
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
後
、
お
昼
の
お
斎
を

通
常
通
り
に
再
開
し
て
か
ら
一
年
が
過

ぎ
、
お
勝
手
会
や
年
番
の
方
々
も
昔
な

が
ら
に
お
斎
の
準
備
を
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

今
年
の
献
立
で
は
報
恩
講
恒
例
の
大

き
な
大
根
と
シ
イ
タ
ケ
に
、
ゴ
ボ
ウ
を

添
え
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
何

で
も
越
後
へ
の
長
旅
や
関
東
で
の
親
鸞

聖
人
の
ご
苦
労
を
思
い
、
旅
姿
の
杖
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
の
こ
と
で
し
た
。

「
ん
？
杖
？
」

そ
う
言
え
ば
順
慶
寺
の
境
内
の
親
鸞

聖
人
の
銅
像
は
ど
う
だ
っ
た
か
な
？
と

境
内
ま
で
走
っ
て
見
に
行
く
と
大
き
な

杖
と
笠
を
つ
け
た
御
姿
で
し
た
。
毎
日

目
に
す
る
御

像
で
す
が
、

改
め
て
拝
見

す
る
長
い
杖

に
苦
労
の
ご

生
涯
が
偲
ば

れ
ま
し
た
。

暮
ら
し
歳
を
と
る
も
の
は
、
人
々
に
対
し
て

有
害
な
老
人
と
い
う
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
う
い
う
人
を
「
耄も
う

碌ろ
く

」（
老
い
ぼ

れ
て
碌
で
も
な
い
人
）
し
た
人
と
い
い
ま
す
。

◇ 

仏
法
は
若
き
と
き
に
た
し
な
め 

◇

②

吉
田
兼
好
の
『
徒
然
草
』
は
、
鎌
倉
時

代
末
期
に
書
か
れ
た
、「
枕
草
子
」「
方
丈
記
」

に
並
ぶ
三
大
随
筆
の
一
つ
。
鎌
倉
時
代
末
期
、

幕
府
の
権
威
が
失
墜
し
て
、
明
日
を
も
知
れ

ぬ
日
々
が
続
く
中
で
出
家
し
た
兼
好
が
、
つ

れ
づ
れ
に
任
せ
て
書
い
た
随
筆
で
す
。
そ
の

中
に
、
老
い
て
か
ら
の
後
悔
を
説
明
し
て
い

る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

「
ヨ
ボ
ヨ
ボ
に
な
っ
て
か
ら
、「
仏
道
修
行
す

る
ぞ
」
と
、
時
が
過
ぎ
て
行
く
の
を
待
っ
て

い
て
は
な
ら
な
い
。
古
い
墓
の
多
く
は
、
夭

逝
し
た
人
の
物
で
あ
る
。
思
い
が
け
ず
疾
病

し
て
、
た
ち
ま
ち
「
さ
よ
な
ら
」
を
言
う
羽

目
に
な
っ
た
時
、
初
め
て
過
失
に
気
が
つ
い

た
り
す
る
。
過
失
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

早
く
処
理
し
て
お
け
ば
よ
い
事
を
ズ
ル
ズ
ル

と
先
延
ば
し
に
し
て
、
ど
う
で
も
よ
い
事
だ

け
は
何
故
だ
か
迅
速
に
対
処
し
て
き
た
人
生

に
対
し
て
過
去
を
悔
し
く
思
う
こ
と
で
あ
る
。

（
第
四
十
九
段
、
吾
妻
利
秋
訳
）

大
切
な
こ
と
だ
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
つ

い
つ
い
先
延
ば
し
を
し
て
し
ま
う
こ
と
は
多

い
も
の
。
ま
だ
ま
だ
元
気
だ
か
ら
、
と
言
っ

て
本
当
に
す
べ
き
こ
と
を
や
ら
ず
に
過
ぎ
て

し
ま
う
と
、
や
が
て
有
害
な
人
に
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
人
に
対
し
て
、
蓮
如
上
人
は
、

「
若
き
と
き
に
仏
法
は
、
た
し
な
め
。」
年

を
取
る
と
、
歩
い
て
法
座
に
行
く
こ
と
も
思

い
通
り
に
な
ら
ず
、
法
話
を
聞
い
て
い
て
も

眠
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
。

（『
御
一
代
記
聞
書
』
三
十
七
）

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
少
し
で
も
早
く
仏

法
聴
聞
の
座
に
つ
き
た
い
も
の
で
す
。

①
【
沙
弥
】　

出
家
者
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
る
、
僧
伽
に
属

し
て
は
い
る
が
、
具
足
戒
と
よ
ば
れ
る
、
僧

が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戒
律
を
ま
だ

授
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
僧
伽
の
正
式
な
メ
ン

バ
ー
と
な
っ
て
い
な
い
「
見
習
い
僧
・
小
僧
」

の
立
場
。
男
性
で
あ
れ
ば
「
沙
弥
」、
女
性

で
あ
れ
ば
「
沙
弥
尼
」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
具
足
戒
を
受
け
た
出
家
者

は
、
比
丘
・
比
丘
尼
と
呼
ば
れ
、
比
丘 

に
は

二
百
五
十
戒
、
比
丘
尼
に
は
三
百
四
十
八
戒

あ
る
と
す
る
（Wikipedia

よ
り
）

②【
吉
田
兼
好
】　［
一
二
八
三
頃
～一
三
五
二

こ
ろ
］

鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
時
代
の
歌
人
・
随
筆

家
。
本
名
、
卜う
ら
部べ

兼か
ね

好よ
し。
吉
田
兼
好
は
後
世

の
俗
称
。
後
二
条
天
皇
に
仕
え
て
左
兵
衛
佐
に

至った
が
、の
ち
出
家
。
和
歌・文
章
に
す
ぐ
れ
、

頓
阿
・
浄
弁
・
慶
運
と
と
も
に
二
条
派
の
和
歌

四
天
王
と
よ
ば
れ
た
。
家
集
「
兼
好
法
師
集
」、

随
筆
「
徒
然
草
」
な
ど
（『
小
学
館
デ
ジ
タ
ル

大
辞
泉
』
よ
り
）

《
第
五
十
六
回
　
カ
レ
ー
ラ
イ
ス 

》

先
日
、
順
慶
寺
で
こ
ど
も
報
恩
講

が
つ
と
ま
り
ま
し
た
。
こ
ど
も
報
恩

講
で
は
、
私
が
小
学
生
の
と
き
か
ら

カ
レ
ー
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

味
覚
の
こ
と
は
記
憶
に
残
る
の
か
、

当
時
参
加
し
た
友
人
に
「
こ
ど
も

報
恩
講
」
の
こ
と
を
聞
く
と
「
あ
あ
、

カ
レ
ー
を
食
べ
た
あ
れ
ね
」
と
覚
え

て
く
れ
て
い
ま
す
。
友
人
も
、
何
と

な
く
お
寺
に
親
し
み
を
感
じ
て
く
れ

て
る
の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。

お
寺
は
仏
法
聴
聞
の
場
で
す
が
、

子
供
で
も
立
ち
寄
り
や
す
い
開
か
れ

た
場
所
で
な
く
て
は
と
感
じ
ま
し
た
。

除
夜
の
鐘
で
す
ね
。
順
慶
寺
で
は
、

今
年
の
大
晦
日
で
も
、
深
夜
11
時
45

分
か
ら
撞
く
予
定
で
す
。

除
夜
の
鐘
を
百
八
つ
撞
く
の
は
、
昔
か
ら

煩
悩
の
数
が
百
八
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
煩
悩
っ
て
い
う
の
は
、
身
や
心
を
煩
わ
せ

た
り
悩
ま
せ
た
り
す
る
は
た
ら
き
で
す
か
ら
、

煩
悩
が
は
た
ら
く
と
落
ち
着
い
た
気
持
ち
は

お
こ
り
ま
せ
ん
。
百
八
つ
も
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
厄
介
な
こ
と
で
す
ね
。

百
八
つ
は
ど
の
よ
う
に
数
え
て
い
る
か
、
で

す
が
、
私
た
ち
の
体
に
六
つ
の
感
覚
器
官

（
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
、
意
）
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
、
い
い
気
持
ち
（
好
）、
悪
い
気

持
ち
（
悪
）、
ど
う
で
も
い
い
気
持
ち
（
平
）

の
状
態
が
あ
る
の
で
、
十
八
の
気
持
ち
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
、
き
れ
い
な
状
態
（
浄
）、
き

た
な
い
状
態
（
染
）
が
あ
っ
て
三
十
六
。
さ
ら

に
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
（
去
）、
い
ま
の
こ
と

（
現
）、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
（
来
）
が
あ
る
の
で
、

百
八
つ
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
っ

て
、結
構
、科
学
的
に
分
析
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
の
数
え
方
は
、
四
苦
八
苦
の
四
×

九
と
八
×
九
を
足
し
て
、
一
〇
八
と
な
る
語
呂

か
ら
言
わ
れ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
四
十
二
が
死

を
意
味
す
る
か
ら
忌
み
嫌
う
と
同
じ
で
、
日

本
人
が
よ
く
す
る
数
え
方
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
煩
悩
を

抱
え
て
い
る
私
た
ち
で
す
か
ら
、
年
に
一
度
は

除
夜
の
鐘
を
撞
い
て
、
一
年
の
反
省
す
る
機
会

を
持
ち
た
い
で
す
ね
。

年末の年越しにお寺で撞年末の年越しにお寺で撞
く除夜の鐘。何で108く除夜の鐘。何で108

回なの？回なの？

今年の報恩講のお斎メニュー

「
親
鸞
聖
人
の
杖
」

コーナーコーナー



◆
防
災
訓
練
を
実
施
＝ 

さ
る
11
月
15
日
、

報
恩
講
初
日
の
午
前
、
順
慶
寺
護
寺
会
総

代
で
防
災
訓
練
を
実
施
。
初
め
て
消
火
器

の
放
水
訓
練
を
実
施
し
た
ほ
か
、
防
災
倉

庫
、
発
電
機
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
も
施
し
た
。

◆
本
山
団
参
に
27
名
参
加
＝ 

さ
る
11
月

21
日
、
岡
崎
教
区
21
組
主
催
の
本
山
報
恩

講
団
参
を
実
施
。
組
内
七
ヶ
寺
か
ら
バ
ス

二
台
90
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。
順
慶
寺
か

ら
は
、
27
名
の
参
加
。

◆
順
慶
寺
境
内
地
の
墓
地
管
理
規
約
を
一

部
変
更
＝ 

順
慶
寺
墓
地
管
理
委
員
会
で

は
、
順
慶
寺
境
内
地
墓
地
の
惣
骨
塔
の
拡

張
が
完
了
し
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
責
役

護
寺
会
四
役
と
の
会
合
を
経
て
、
墓
地
管

理
規
約
を
一
部
変
更
し
た
。
墓
地
区
画
を

保
有
し
て
い
る
方
に
は
、
具
体
的
な
内
容

10
月
の
終
わ
り
に
、
北
名
古
屋
市
仏
教
会

の
招
待
で
、
前
東
京
工
業
大
学
副
学
長
の
上

田
紀
行
氏
の
講
演
会
に
行
き
ま
し
た
。
上
田

氏
は
奥
さ
ん
が
武
内
陶
子
ア
ナ
だ
っ
た
り
、
春

風
亭
小
朝
が
従
弟
だ
っ
た
り
で
驚
き
ま
し
た
。

話
も
上
手
で
、
最
後
に
、「
皆
さ
ん
は
、
す
で

に
幸
福
な
時
代
を
生
き
ま
し
た
。
子
供
た
ち

は
幸
福
を
見
い
だ
せ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ど
う
し
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
は
、
こ
れ
か
ら

の
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

急
に
寒
く
な
り
ま
し
た
。
掛
け
布
団
を
夏

仕
様
の
ま
ま
で
寝
て
い
た
の
で
す
が
、
先
日
寒

さ
で
夜
中
に
目
を
覚
ま
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

暑
さ
寒
さ
に
翻
弄
さ
れ
る
日
々
で
す
。（
若
）
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11
月
度
護
寺
会
物
故
者
（
敬
称
略
）

11
月
と
い
う
の
に
、
昼
間
は
夏
日
に
な
ろ

う
か
と
い
う
暖
か
い
日
和
の
中
、
順
慶
寺
で

は
、
親
鸞
聖
人
の
御
命
日
に
親
鸞
聖
人
の
お

徳
を
偲
ぶ
報
恩
講
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

昨
年
か
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
で
様
々
に
規
制
し

て
い
た
こ
と
を
す
べ
て
撤
廃
し
て
、
令
和
元

年
ま
で
厳
修
し
て
き
た
法
要
の
形
に
戻
し

て
、
午
前
午
後
の
日
程
で
お
斎
、
お
抹
茶

接
待
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

釋
茂
実

11
月
1
日
寂 

永
塩　

茂（
86
）

今
川
町 

永
塩
徹
様
の
父

帰
敬
式
と
子
ど
も
報
恩
講

報
恩
講
初
日
は
、
三
年
に
一
度
実
施
す
る

帰
敬
式
を
行
い
ま
し
た
。
今
年
の
受
式
者

は
十
名
。
事
前
に
帰
敬
式
を
受
式
す
る
意

義
を
説
明
し
て
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
す

べ
て
の
皆
さ
ん
正
装
で
、
帰
敬
式
受
式
者
用

の
肩
衣
を
つ
け
て
の
受
式
と
な
り
ま
し
た
。

夕
方
に
は
、
こ
ど
も
報
恩
講
。
岡
崎
教

区
児
童
教
化
連
盟
の
皆
さ
ん
が
人
形
劇
を

披
露
し
て
く
だ
さ
り
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
お

腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
て
、
集
ま
っ
た
三
十
名
ほ

ど
の
子
供
た
ち
は
大
喜
び
で
し
た
。

最
高
潮
の
御
満
座
法
要

土
曜
日
と
日
曜
日
の
二
日
間
は
、
午
前
午

後
の
法
要
。
お
勤
め
は
、
報
恩
講
の
た
め
に

練
習
を
重
ね
て
き
た
男
女
三
十
人
ほ
ど
の
助

音
講
の
皆
さ
ん
が
助
音
を
引
っ
張
り
、
大
き

な
声
で
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
年

か
ら
、
若
手
の
参
門
会
の
メ
ン
バ
ー
が
助
音

に
加
わ
り
、
最
後
の
御
満
座
で
は
雅
楽
が
つ

い
て
、
最
高
潮
の
法
要
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
今
年
か
ら
小
規
模
に
な
り
ま
し

た
が
、
コ
ー
ラ
ス
も
復
活
。
二
日
目
の
法
話

の
前
に
「
み
ん
な
の
歌
」
と
し
て
、「
ち
い

ち
の
華
の
な
か
よ
り
は
」
と
「
み
め
ぐ
み
の
」

二
曲
を
披
露
し
、
参
詣
者
の
皆
さ
ん
と
「
真

宗
宗
歌
」
を
歌
い
ま
し
た
。

法
要
に
は
、
お
勝
手
会
の
皆
さ
ん
が
全
面

的
に
お
斎
の
準
備
を
し
て
く
だ
さ
り
、
各
地

の
年
番
さ
ん
が
配
膳
や
法
要
の
お
手
伝
い
を

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
方

か
ら
法
要
の
寄
進
や
御
香
資
を
頂
き
ま
し

た
。
護
寺
会
役
員
一
同
、
心
か
ら
感
謝
い
た

し
て
お
り
ま
す
。

舞
然
院
釋
尼
妙
直

11
月
4
日
寂 

山
田
直
美（
74
）

豊
田
市 

山
田
智
一
様
の
母

を
報
せ
る
た
め
、
直
接
郵
便
等
で
規
約
の

変
更
を
通
知
し
て
い
る
。

【
報
恩
講
特
別
寄
進
】

〔
御
仏
供
米
四
斗
〕塚
本
敬
様
、
岡
川
経
康
様

〔
お
斎
用
大
根
〕鈴
木
市
成
様
、〔
本
堂
仏
華

用
菊
各
種
〕相
木
好
永
様
・
弘
子
様
、〔
お
斎

用
野
菜
〕お
勝
手
会
様
、
そ
の
他
多
数

刈
谷
市
仏
教
会
で
は
、来
年
4
月
6
日
（
日
）

に
花
祭
り
を
刈
谷
市
ア
イ
リ
ス
ホ
ー
ル
・
み
な

く
る
広
場
で
計
画
し
て
ま
す
。
花
祭
り
で
は
、

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
が
来
た
り
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
が

来
た
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
串
和
菓
子
を
出
し
た
り

お
楽
し
み
企
画
盛
り
だ
く
さ
ん
の
予
定
で
す
。

現
在
刈
谷
市
仏
教
会
で
は
、
公
式
イ
ン
ス
タ

グ
ラ
ム
を
公
開
し
て
、
随

時
更
新
し
て
い
ま
す
。
掲

載
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

フ
ォ
ロ
ア
ー
を
募
集
中
。

さ
る
11
月
15
日
（
金
）
か
ら
17
日
（
日
）
の
三
ヶ
日
、
順
慶
寺
の
最
大
行
事
で
あ
る
報
恩
講

が
厳
修
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
に
戻
り
多
く
の
方
が
順
慶
寺
に
参
詣
さ
れ
ま
し
た
。

助音講の皆さん宇治谷顕先生飯田真宏先生

お斎用の大根 帰敬式の受式

児連の人形劇復活したコーラス

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

当
山
報
恩
講
を
盛
儀
に
厳
修

コ
ー
ラ
ス
復
活
し
参
門
会
も
助
音
に
参
加

花
祭
り
企
画
の
イ
ン
ス
タ
公
開

刈
谷
市
仏
教
会
の
お
楽
し
み
企
画

報恩講写真館報恩講写真館

皆さまのおかげで、皆さまのおかげで、
報恩講を無事終える報恩講を無事終える
ことができました。ことができました。



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）
 順慶寺こども会（9：00～、寺カフェとコラボ）

2 月  お楽しみ会（14：00～、順慶寺本堂）
3 火
4 水  落合組お取越
5 木 木－１
6 金
7 土
8 日
9 月

10 火  順和会ゴルフコンペ（貞宝C.C.）
11 水  西丘組お取越
12 木 木 -2
13 金  一里山組お取越
14 土
15 日  真宗講座（16：00～、順慶寺本堂）

16 月
17 火  近崎組お取越
18 水
19 木 木 -3
20 金  北尾組お取越
21 土
22 日
23 月  平松組お取越
24 火
25 水
26 木 木 -4
27 金  年末大掃除（8：30、順慶寺）
28 土  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 日
30 月
31 火  年越し勤行（23：45～、順慶寺本堂他）
1/1 水  修正会（大晦日年越し勤行に続く、01：00終了）

●
年
末
大
掃
除
に
つ
い
て

恒
例
の
年
末
大
掃
除
を
12
月
27
日
に

開
催
し
ま
す
。
本
堂
、
境
内
、
庫
裏

の
大
掃
除
を
役
員
、
ク
リ
ー
ン
会
他

の
皆
さ
ん
で
行
い
ま
す
。

●
12
月
の
寺
カ
フ
ェ
は
琴
と
三
味
線

の
コ
ラ
ボ

毎
月
1
日
に
開
催
し
て
い
る
寺
カ

フ
ェ
で
す
が
、
12
月
と
来
春
1
月
は
、

楽
し
い
企
画
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

寺
カ
フ
ェ
製
作
の
チ
ラ
シ
（
以
下
に

掲
出
）
を
ご
覧
下
さ
い
。
な
お
、
12

月
は
子
ど
も
会
と
共
催
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
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連
絡
　
電
話	

〇
五
六
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二
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）一
九
三
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Ａ
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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

ア
ン
コ
ウ

み
な
さ
ん
、
今
年
も
暮
れ
に
な
り
ま
し

た
。
暑
か
っ
た
夏
が
過
ぎ
て
、
秋
を
感
じ

る
前
に
、
冬
が
来
た
感
じ
で
す
が
お
か
わ

り
な
い
で
し
ょ
う
か
。

寒
く
な
っ
て
く
る
と
、
や
は
り
、
急
に

鍋
が
食
べ
た
く
な
り
ま
す
ね
。
コ
ン
ロ
に

温
め
ら
れ
な
が
ら
、
フ
ウ
フ
ウ
い
い
な
が

ら
の
鍋
は
最
高
で
す
。
そ
の
中
で
も
、
あ

ん
こ
う
鍋
は
い
い
で
す
ね
。
鍋
の
横
綱

は
「
東
の
ア
ン
コ
ウ
、
西
の
フ
グ
」
と
言

わ
れ
る
そ
う
で
す
が
、
ア
ン
コ
ウ
の
よ

く
と
れ
る
の
は
、
下
関
だ
そ
う
で
す
か
ら
、

意
味
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

ア
ン
コ
ウ
は
、
皮
、
肝
臓
、
卵
巣
、
胃

袋
、
ひ
れ
、
白
身
、
あ
ご
肉
の
す
べ
て
が

食
べ
ら
れ
、
刺
身
や
唐
揚
げ
、
和
え
物
に

し
て
も
美
味
し
い
そ
う
で
す
。

姿
が
形
が
グ
ロ
テ
ス
ク
で
、
体
に
ぬ
め

り
が
あ
る
の
で
、
吊
さ
れ
て
さ
ば
か
れ
る

の
が
少
し
可
愛
そ
う
な
気
が
し
ま
す
。
因

み
に
、
太
っ
た
人
を
ア
ン
コ
型
と
い
う
の

は
、
ア
ン
コ
ウ
の
姿
を
い
う
そ
う
で
す
。

　
と
め
ど
な
き

　
と
め
ど
な
き

大大
鮟鮟あ
ん
あ
ん

鱇鱇こ
う
こ
う
のの
涎涎
よ
だ
れ

よ
だ
れ
か
な
か
な岡田

耿
陽

岡
田
耿
陽

12
月
行
事
内
容 

詳
細

年
越
し
勤
行（
修
正
会
）

12
月
31
日（
火
）
23
時
45
分

　
～
1
月
1
日
（
水
）
1
時
00
分
終
了

順
慶
寺
本
堂
に
て

令
和
6
年
、
コ
ロ
ナ
禍
が
終
息
し
て
向

か
え
た
年
で
し
た
が
、
体
温
を
超
え
る
気

温
の
日
が
続
き
、
記
録
的
な
猛
暑
に
ど
の

よ
う
に
対
処
す
る
か
、
今
後
の
あ
り
方
を

考
え
さ
せ
ら
れ
た
一
年
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
気
候
変
動
は
、
世
界
規
模

で
起
こ
っ
て
お
り
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
29
「
第
29
回
国

連
気
候
変
動
枠
組
条
約
会
議
」
で
は
、
Ｃ

Ｏ
Ｐ
21
の
パ
リ
協
定
で
定
め
ら
れ
た
目
標
、

「
世
界
全
体
の
平
均
気
温
上
昇
を
産
業
革
命

前
の
1.5
℃
に
抑
え
る
こ
と
」
を
念
頭
に
議

論
し
て
い
ま
す
が
、
目
標
は
容
易
に
達
成

で
き
そ
う
に
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

気
候
変
動
と
い
う
、
生
き
る
た
め
に
必

須
な
事
項
で
す
ら
う
ま
く
合
意
で
き
ず
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ガ
ザ
、
レ
バ
ノ
ン
等
で
は

戦
火
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
釈

尊
の
説
か
れ
る
通
り
、
人
間
世
界
は
娑
婆

（
耐
え
忍
ぶ
世
界
）
な
の
で
し
ょ
う
。

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


