
人
間
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
得
難
く

　
　
死
す
べ
き
命
を
生
き
る
の
は
難
し
い

修正会の模様（平成２７年１月１日、改修前の順慶寺本堂にて）

【1】　　　　2019 年 12 月 28 日発行

◆◇ 修正会 ◇◆
順慶寺では、毎年、大晦日から元旦にかけて修正会が勤められる。本堂では、お勤め
をして、住職、責役の年頭所感、護寺会会長の挨拶があり、その後、お屠蘇とお汁粉
が振る舞われる。例年、順慶寺で年越しすることを恒例とされる方々が多く集う。

◇ 

冥
土
の
一
里
塚 

◇

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
年
も
、
寺
報
で
は
お
釈
迦
様
の
お
言
葉
を
大
切

に
頂
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
年
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
年
最
初
に
選
ん
だ
の
は
、
釈
尊
の
『
ダ
ン
マ
パ

ダ
』（
法
句
経
）
か
ら
、

「
人
間
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
得
難
く

死
す
べ
き
命
を
生
き
る
の
は
難
し
い
。

正
し
い
教
え
を
聴
く
機
会
は
稀
で

ブ
ッ
ダ
が
出
現
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
あ
る
」

と
い
う
お
言
葉
で
す
。

新
年
早
々
、
死
す
べ
き
命
の
こ
と
を
出
す
の
は
縁

起
で
も
な
い
と
ご
批
判
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
や

は
り
、新
年
は
改
ま
っ
た
心
で
迎
え
た
い
も
の
で
す
。

た
だ
、
私
た
ち
は
み
な
、
や
が
て
死
す
べ
き
身
で

あ
り
、
一
年
一
年
そ
れ
が
現
実
と
な
っ
て
く
る
。
死

す
べ
き
時
に
道
を
見
出
せ
ず
、
や
が
て
惑
い
苦
し
み

の
中
で
終
末
に
至
る
こ
と
を
思
う
と
、
少
し
で
も
早

く
正
し
い
教
え
を
聴
き
、
苦
し
み
か
ら
離
れ
る
道
を

見
出
し
た
い
と
思
う
の
は
当
た
り
前
で
し
ょ
う
。
こ

の
ま
ま
教
え
を
聴
か
ず
に
迷
う
こ
と
は
、
堪
え
き
れ

な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

室
町
時
代
、
乱
世
の
中
で
生
き
抜
く
中
で
、
か
の

①
一
休
さ
ん
は
、
正
月
か
ら
骸
骨
の
つ
い
た
杖
で
天

を
つ
き
な
が
ら
、街
を
練
り
歩
い
た
の
は
有
名
な
話
。

多
く
の
人
の
顰ひ
ん
蹙し
ゅ
くを
受
け
な
が
ら
、
や
が
て
死
に
行

く
身
に
、
さ
ら
に
欲
を
重
ね
て
苦
を
生
み
だ
す
の
は

酷
だ
と
知
る
、
禅
僧
・
一
休
さ
ん
に
と
っ
て
、
そ
れ

に
堪
え
き
れ
ず
、批
判
覚
悟
で
行
動
し
た
の
で
し
た
。

そ
ん
な
一
休
さ
ん
が
正
月
に
詠
ん
だ
の
が
、

　
正
月
は

　
　
冥
土
の
旅
の
　
一
里
塚

今
月
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
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《
あ
に
き
覚
悟
は
よ
い
か
》

妙
好
人
・
庄
松
の
あ
り
の
ま
ま
。
こ

れ
ぞ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
上
げ
る
と

す
れ
ば
、
や
は
り
、
帰
敬
式
の
こ
と
を

上
げ
る
人
が
多
い
は
ず
。

帰
敬
式
は
、
仏
を
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

と
し
、
仏
の
教
え
を
人
生
の
指
針
と
仰

ぎ
、
仏
の
教
え
の
も
と
に
集
ま
っ
た
集

ま
り
を
大
切
に
す
る
誓
い
を
立
て
、
仏

法
僧
に
三
帰
依
す
る
儀
式
。
そ
の
際
に
、

お
剃
刀
を
三
回
頭
に
あ
て
て
、
剃
髪
の

儀
礼
を
す
る
の
で
、「
お
か
み
そ
り
」

と
も
言
い
ま
す
。
そ
の
後
、
帰
依
し
た

証
と
し
て
、
釈
の
字
を
付
け
た
法
名
を

い
た
だ
き
ま
す
。

昔
か
ら
真
宗
各
派
の
本
山
で
は
、
帰

敬
式
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
庄
松
も
、

五
・
六
人
の
同
行
と
と
も
に
、
帰
敬
式

を
受
式
す
る
た
め
に
、本
山
（
興
正
寺
）

に
上
が
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

帰
敬
式
で
は
、
帰
敬
式
を
受
け
る
際

に
、
本
山
勤
め
の
僧
侶
か
ら
様
々
な
こ

と
が
ら
の
説
明
を
受
け
ま
す
が
、
お
剃

刀
を
あ
て
る
の
は
、
ご
門
主
直
々
、
ま

た
は
ご
門
主
に
準
じ
た
方
が
な
さ
る
の

が
通
例
。
御
門
徒
に
と
っ
て
、
大
変
緊

張
す
る
儀
式
で
す
。

庄
松
と
同
行
は
、
御
影
堂
で
親
鸞
聖

人
の
御
真
影
の
前
に
端
座
し
て
、
そ
の

時
を
待
ち
ま
し
た
。
シ
ー
ン
と
張
り
詰

め
た
空
気
の
中
で
、
ご
門
主
が
お
越
し

に
な
ら
れ
、
一
同
合
掌
。
静
か
に
目
を

閉
じ
、
辺
り
に
は
ご
門
主
と
お
つ
き
の

方
の
衣
の
羽
音
だ
け
が
す
る
緊
張
の
と

き
。
い
よ
い
よ
、
庄
松
の
頭
に
ご
門
主

の
お
剃
刀
が
当
て
ら
れ
ま
し
た
。
三
度

の
お
剃
刀
を
頂
い
て
、
深
々
を
頭
を
下

げ
た
庄
松
は
、
お
も
む
ろ
に
頭
を
あ
げ
、

ご
門
主
の
緋
の
衣
を
掴
ん
だ
と
思
う
と
、

「
あ
に
き
、
覚
悟
は
よ
い
か
」

と
ひ
と
言
。
そ
の
低
い
声
は
、
静
寂

の
本
堂
に
響
き
わ
た
り
ま
し
た
（
続
）。

2020 年 1 月号　　　　【2】

《ありのままに》

讃
さ ぬ き

岐の庄
しょうまつ

松
（13）

［第89回］

バ
カ
じ
ゃ
な

い
の
！

い
よ
い
よ
年
明
け
か
ら
は

受
験
生
！

佳
帆
子

冷
蔵
庫
の
片
隅
に
、
シ
ワ
だ
ら
け

の
小
さ
な
メ
モ
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
は
、

「
お
母
さ
ん
、バ
カ
じ
ゃ
な
い
の
！
」

と
、
娘
の
文
字
で
走
り
書
き
が
し

て
あ
り
ま
す
。
そ
の
メ
モ
に
何
故
か

お
父
さ
ん
の
似
顔
絵
。
ず
い
分
前
の

こ
と
な
の
で
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
メ

モ
が
あ
る
の
か
、
そ
の
経
緯
は
全
く

忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
娘
と
何

ら
か
の
い
さ
か
い
が
あ
り
、
そ
の
時

の
痕
跡
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
ん
な
娘
の
走
り
書
き
が

ど
う
し
て
も
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
、
ど
こ
か
に
引
っ
か
か
り
が

あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

「
お
母
さ
ん
、
大
丈
夫
？
」

と
い
う
娘
か
ら
の
問
い
か
け
か
、

あ
る
い
は
自
分
自
身
の
戒
め
か
。
答

え
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
、
冷
蔵
庫
の
メ
モ
は
、

今
年
も
捨
て
ら
れ
ず
一
年
が
過
ぎ
ま

し
た
。

め
で
た
く
も
あ
り

　
　
め
で
た
く
も
な
し

や
は
り
、
一
休
さ
ん
の
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
新
年
か
ら
、
一
つ
歳
を
重
ね
る
こ
と

へ
の
重
み
を
噛
み
し
め
る
こ
と
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

◇
心
か
ら
の
安
ら
か
さ
◇

一
休
さ
ん
は
、
八
十
七
歳
の
高
齢
で
マ

ラ
リ
ア
に
罹
り
、
京
都
府
田
辺
市
の
酬
恩

庵
で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
臨
終
に
際
し

「
死
に
と
う
な
い
」
と
述
べ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
事
実
、
私
た
ち
の
身
は
、
臨
終

の
ひ
と
息
ま
で
生
き
よ
う
と
し
ま
す
。
ど

ん
な
高
僧
で
も
、
も
う
少
し
生
き
た
い
、

し
か
も
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
幸
せ
に
生
き

た
い
と
思
う
の
が
本
音
で
す
。

一
方
、
江
戸
期
の
②
小
林
一
茶
は
、

　
め
で
た
さ
も

　
　
　
ち
う
位
也
　
お
ら
が
春

と
、
新
年
に
一
句
詠
み
ま
し
た
。

一
茶
の
生
涯
は
、
不
遇
を
窮
め
ま
す
。

継
母
と
の
不
仲
か
ら
十
五
歳
で
家
を
出

て
、
そ
の
後
、
父
親
が
残
し
た
財
産
問
題

で
継
母
と
弟
と
の
間
に
確
執
が
で
き
ま
し

た
。
五
十
歳
を
越
え
て
、
よ
う
や
く
結
婚

し
た
妻
と
の
間
に
で
き
た
四
人
の
子
供
と

死
別
し
、
妻
に
も
先
立
た
れ
、
最
後
に
は

大
火
で
家
も
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
俳

句
を
詠
む
こ
と
で
、
生
計
は
安
定
し
ま
し

た
が
、
一
茶
に
と
っ
て
、
新
年
も
中
ぐ
ら

い
の
め
で
た
さ
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
中
、
一
茶
は
、
真
宗
の
教
え
を

受
け
、
お
念
仏
に
身
を
任
せ
、
阿
弥
陀
様

に
浄
土
へ
の
道
を
照
ら
さ
れ
て
生
き
る
こ

と
に
安
ん
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
あ

る
年
の
暮
れ
に
詠
ん
だ
の
が

　
と
も
か
く
も

　
　
あ
な
た
任
せ
の
　
と
し
の
暮

何
か
し
ら
安
ら
か
さ
を
感
じ
ま
す
。

①
【
一
休
宗
純
】

明
徳
五
年
（
一
三
九
四
）1

月1

日
生

ま
れ
の
臨
済
僧
。
後
小
松
天
皇
の
皇

子
。
六
歳
で
京
都
府
安
国
寺
に
は
い
り
、

二
七
歳
の
と
き
華か

叟そ
う

宗そ
う

曇ど
ん
か
ら
印
可
を

う
け
る
。
各
地
の
庵
を
転
々
と
し
、
当

時
の
世
俗
化
、
形
式
化
し
た
禅
に
反
抗

し
て
、
奇
行
、
風
狂
の
中
に
生
き
る
。

文
明
六
年
勅
命
に
よ
っ
て
大
徳
寺
住
持

と
な
り
大
徳
寺
の
復
興
に
つ
く
し
た
。

詩
歌
・
書
画
に
す
ぐ
れ
た
。
八
七
歳
没
。

②
【
小
林
一
茶
】

宝
暦
十
三
年
五
月
五
日
生
ま
れ
の
俳
人
。

名
は
信
之
。
通
称
は
弥
太
郎
。
十
五
歳

で
信
濃
か
ら
江
戸
に
で
て
流
浪
。
二
六

庵
竹ち
く

阿あ

に
師
事
。
三
十
九
歳
で
父
と
死

別
、
継
母
ら
と
遺
産
を
あ
ら
そ
う
。
幼

時
か
ら
逆
境
に
あ
り
、
俗
語
や
方
言
ま

じ
り
の
生
活
感
情
に
根
ざ
す
俳
句
を
お

お
く
の
こ
し
た
。
六
十
五
歳
没
。

庄松帰敬式の掛け軸（小砂説教所にて）



◆
駐
車
場
の
一
部
補
修
―
先
の
台
風

十
九
号
の
影
響
で
破
損
し
た
庫
裏
の
ガ

レ
ー
ジ
を
護
寺
会
加
入
の
火
災
保
険
に

て
補
修
完
了
。

◆
庫
裏
火
災
保
険
を
更
新
―
護
寺
会
加

入
の
火
災
保
険
は
、
本
山
斡
旋
分
と
仏

教
会
斡
旋
分
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
仏

教
会
斡
旋
分
の
庫
裏
火
災
保
険
が
、

十
二
月
に
更
新
さ
れ
た
。

◆
む
つ
み
会
で
報
恩
講
動
画
―
責
役
の

相
木
国
男
氏
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
、
ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
当
山
報
恩

講
の
動
画
を
、
本
堂
の
大
型
ス
ク
リ
ー

ン
を
使
い
、
む
つ
み
会
で
試
写
。

本
堂
で
は
、
も
と
も
と
映
画
を
大
ス

ク
リ
ー
ン
と
大
音
量
で
上
映
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
か
ら
、

ア
マ
ゾ
ン
な
ど
か
ら
配
信
さ
れ
る
動
画

に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

そ
の
副
産
物
で
し
ょ
う
か
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
あ
る
動
画
を
見
る
こ
と
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
ほ
ど
、
相
木
国

男
さ
ん
の
撮
影
さ
れ
た
動
画
を
見
る
こ

と
で
き
、
初
め
て
自
坊
の
報
恩
講
の
記

録
を
見
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

動
画
を
み
て
、
自
身
の
ダ
メ
な
と
こ

ろ
ば
か
り
が
目
に
付
き
、
大
い
に
反
省

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

【3】　　　　2019 年 12 月 28 日発行

精
思
院
釋
尼
妙
季

12
月
5
日
寂 

岡
川
ス
エ
ノ（
94
）

泉
田
西
組 

岡
川
経
康
様
の
母

順
水
院
釋
尼
千
覚

12
月
19
日
寂 

岡
本
千
代（
101
）

知
立
市 

岡
本
克
彦
様
の
母

令
和
二
年
四
月
よ
り
、当
山
若
院（
住

職
夫
妻
の
長
男
）
が
名
古
屋
の
同
朋
大

学
で
仏
教
の
勉
強
を
す
る
こ
と
と
し
、

順
慶
寺
で
は
一
部
の
法
務
を
手
伝
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

三
月
ま
で
は
、
理
工
学
部
に
所
属
し

て
い
た
関
係
で
、
仏
教
の
こ
と
は
全
く

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
御
門
徒
の
皆
さ
ん

の
お
宅
に
は
、
老
院
や
住
職
の
名
代
と

し
て
、
月
参
り
や
七
日
詣
り
、
祥
月
な

ど
の
諸
法
要
に
は
参
詣
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、多
く
の
こ
と
を
経
験
し
、

皆
様
か
ら
ご
縁
を
多
く
頂
く
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
、
ご
指
導
ご

鞭
撻
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

護寺会バス旅行（7月11日、バス二台78名参加、本山ほかを巡拝）

御遠忌円成慰労会（2月2日、藤田屋にて）

総代OBの境内ハス手入れ（2月） 鹿児島・鶴丸城御楼門視察（8月19日） 初講義される福田琢先生（4月18日、真宗講座） 名古屋市の塚本夫妻によって寄進された輪灯搬入（3月）

五十回忌の方にお骨をわたす（9月12日、祠堂法要）

タケノコ掘りと花祭り（4月13日） 名大准教授・上出寛子先生（10月20日、公開講座）

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

12
月
度
護
寺
会
物
故
者

令和元年

皆さんと共に歩んだ

四
月
よ
り

若
院
法
務
手
伝
い
開
始



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 水  修正会（大晦日23：45～、順慶寺）
2 木
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水
9 木  順和会ゴルフコンペ（貞宝CC） 木 -1

10 金
11 土
12 日
13 月  今川西組お取越①　　　　　　　成人の日
14 火  今川西組お取越②
15 水  今川東組お取越

16 木  木 -2
17 金  山ノ端組お取越
18 土
19 日
20 月
21 火
22 水
23 木 木 -3
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺）
29 水
30 木 木 -4
31 金  下高根・荒井地区お取越

修
正
会（
年
越
し
勤
行
）

12
月
31
日
深
夜
～
元
旦

	

大
晦
日
23
時
45
分
～
25
時	

順
慶
寺

今
年
も
大
晦
日
か
ら
元
旦
に
か
け
て
、
年

越
し
勤
行
を
実
施
し
ま
す
。
大
晦
日
23
時

45
分
よ
り
本
堂
で
お
勤
め
、
同
時
に
除
夜

の
鐘
を
打
撞
し
ま
す
。
正
信
偈
の
お
勤
め

を
し
て
、
御
本
尊
様
の
前
で
新
年
を
迎
え

る
由
緒
正
し
き
行
事
で
す
。今
年
か
ら
は
、

新
年
に
備
え
て
、
23
時
30
分
に
山
門
の
開

門
を
す
る
予
定
で
す
。

本
堂
で
お
勤
め
を
さ
れ
た
方
に
、お
屠
蘇
、

お
汁
粉
の
接
待
、
新
年
の
お
土
産
が
あ
り

ま
す
。
除
夜
の
鐘
は
、
お
越
し
下
さ
っ
た

皆
様
、
全
員
撞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
是

非
、
ご
家
族
お
揃
い
で
、
順
慶
寺
に
お
参

り
く
だ
さ
い
。

順
和
会
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

1
月
9
日
（
木
）　

貞
宝
Ｃ
Ｃ

	

午
前
7
時
15
分　
　

順
慶
寺
集
合

昨
年
か
ら
復
活
し
た
順
慶
寺
有
志
に
よ

る
、
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

こ
の
コ
ン
ペ
は
、
順
慶
寺
護
寺
会
、
ま
た

は
、
関
係
者
な
ら
ば
ど
な
た
で
も
参
加
で

き
ま
す
。本
年
の
募
集
は
〆
切
ま
し
た
が
、

興
味
の
あ
る
方
は
順
慶
寺
ま
で
お
尋
ね
下

さ
い
。

●
正
月
三
ヶ
日
の
本
堂
参
詣
に
つい
て

正
月
三
ヶ
日
（
一
月
一
日
～
三
日
）、

本
堂
の
開
扉
時
間
は
、
午
前
七
時
～

午
後
六
時
ま
で
と
し
ま
す
。
そ
の
間
、

本
堂
内
陣
の
照
明
、
外
陣
の
照
明
（
弱

い
灯
り
）
は
点
灯
さ
せ
て
お
き
ま
す

の
で
、
是
非
、
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
御

本
尊
様
に
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
本
堂
内
の
空
調
は
停
止
さ

せ
て
あ
り
ま
す
。
大
変
寒
い
中
で
は

あ
り
ま
す
が
、
御
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
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連
絡
　
電
話	

〇
五
六
六（
二
一
）一
九
三
四

	

Ｆ
Ａ
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〇
五
六
六（
二
六
）五
六
一
三

１月の主な行事予定
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おしらせ 

お
年
玉

い
よ
い
よ
令
和
元
年
も
終
わ
り
、
新

し
い
年
が
始
ま
り
ま
す
ね
。

昔
は
、
正
月
を
迎
え
る
前
に
、
大
掃

除
を
し
て
、
家
の
中
を
綺
麗
に
清
め
て

か
ら
、
新
年
を
迎
え
た
そ
う
で
す
が
、

私
は
大
掃
除
が
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。

お
寺
で
は
、
除
夜
の
鐘
を
つ
い
て
、

本
堂
で
お
勤
め
を
し
な
が
ら
新
年
を
迎

え
ま
す
。
お
勤
め
が
終
わ
っ
て
お
参
り

の
人
が
帰
ら
れ
る
と
、
お
祖
父
ち
ゃ
ん

が
改
ま
っ
て
、「
新
年
明
け
ま
し
て
お
め

で
と
う
」
と
言
い
な
が
ら
、
お
年
玉
を

く
れ
ま
す
。
何
だ
か
そ
の
雰
囲
気
が
お

か
し
く
て
、
い
つ
も
吹
き
出
し
そ
う
に

1
月
行
事
内
容 

詳
細

な
り
ま
す
。

お
年
玉
は
、
昔
は
、
お
餅
で
作
っ
た

玉
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
お
餅
は
、
生
き

る
力
や
気
力
を
く
れ
る
も
の
だ
そ
う
で

す
が
、
や
は
り
お
金
の
方
が
い
い
で
す
。

お
年
玉

お
年
玉

計
算
で
き
る
　
と
し
に
な
り

計
算
で
き
る
　
と
し
に
な
り

　
　
　
　
　
塩
川
キ
ヨ
ミ

　
　
　
　
　
塩
川
キ
ヨ
ミ

本年も何卒よろしくお願いいたします本年も何卒よろしくお願いいたします


