
蓮如上人像と枝垂れ梅（順慶寺境内にて　岡川経康氏撮影）

【1】　　　　2022 年 3月 28 日発行

◆◇ 紅白の枝垂れ梅 ◇◆
順慶寺の境内には紅白の枝垂れ梅が植樹されている。 亡き前住職が所望して植えられたもの

だが、 今年は寒さのせいか花の開花こそ遅かったが例年に増して花のつきが良かった。 その分、

開花の時期も短く、 春雨とともにあっという間に散ってしまった。 そしていよいよ春本番となる。

◇ 

欲
望
に
満
足
は
存
在
し
な
い 

◇

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

「
金
貨
の
雨
が
降
っ
て
も

欲
望
に
満
足
は
存
在
し
な
い
、

欲
望
は
喜
び
の
な
い
苦
し
み
で
あ
る
と

賢
者
は
見
定
め
て		

　
（
第
一
八
六
偈
）

神
々
が
得
る
よ
う
な
欲
望
に
も

か
れ
は
悦
び
を
を
見
出
さ
ず
、

正
し
く
覚さ
と
っ
た
お
方
の
弟
子
と
な
り

渇か
つ

望ぼ
う
の
滅
す
る
こ
と
を
楽
し
む　
（
第
一
八
七
偈
）」

と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

欲
望
に
は
、
満
足
す
る
瞬
間
以
外
に
悦
び
は
な
く
、

そ
れ
以
外
は
苦
し
み
の
み
続
く
の
だ
と
、
祇ぎ

園お
ん

精
し
ょ
う

舎じ
ゃ
で
弟
子
に
諭
さ
れ
た
と
き
の
お
言
葉
で
す
。

あ
る
弟
子
が
、
釈
尊
の
も
と
で
見
習
い
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
父
親
が
病
気
に
罹か
か

っ
て
も
、
出
家
者
の

身
の
上
で
死
に
目
に
会
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
父
親
が
亡
く
な
っ
た
後
、
生
前
父
親
が
修
行
に

精
が
で
る
よ
う
に
と
、
鉢
と
衣
を
買
う
費
用
に
残
し

た
金
貨
百
枚
が
弟
を
通
じ
て
渡
さ
れ
ま
し
た
。

当
初
、
見
習
い
と
は
い
え
、
出
家
の
身
で
お
金
は

い
ら
な
い
は
ず
で
し
た
が
、
托
鉢
で
は
生
き
て
い
く

の
が
や
っ
と
の
状
態
。
や
が
て
、
目
の
前
に
あ
る
金

貨
に
目
が
く
ら
み
、
出
家
の
生
活
を
や
め
て
し
ま
い

ま
し
た
。
す
る
と
、
み
る
み
る
様
子
が
お
か
し
く
な

り
、
や
が
て
黄
疸
に
罹
っ
た
よ
う
な
姿
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
、
か
つ
て
の
修
行
仲
間

が
彼
を
釈
尊
の
も
と
へ
連
れ
て
い
き
、
事
の
経
緯
を

説
明
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
釈
尊
は
、
彼
の
方
を
向
き
、

「
で
は
、
い
く
ら
か
の
小
石
を
持
っ
て
き
な
さ
い
」

と
お
っ
し
ゃ
り
、
彼
が
小
石
を
持
っ
て
く
る
と
、

「
食
べ
物
に
五
十
個
取
り
分
け
な
さ
い
。
次
に
二
頭

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
一
八
六
偈
よ
り

父
親
の
財
産
が
入
っ
て
修
行
を

や
め
て
還
俗
し
た
仏
弟
子
に
、

釈
尊
が
話
し
た
言
葉
で
す
。
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《
鯡
に
し
んの
炊
き
方
に
も
仏
法
》

堺
の
妙
好
人
・
吉
兵
衛
。
日
常
の
生
活

に
も
、
い
つ
も
仏
法
を
頂
い
て
い
ま
し
た
。

か
つ
て
、
吉
兵
衛
の
家
に
は
、
欠
か
さ

ず
と
ろ
ろ
昆
布
と
鯡
が
置
い
て
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
そ
れ
は
、
ど
こ
か
ら
か
同
行
が

来
ら
れ
て
も
、
保
存
の
き
く
食
材
を
置
い

て
、
一
緒
に
食
事
を
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に

と
の
配
慮
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

あ
る
と
き
遠
方
の
同
行
が
泊
ま
り
に
き

て
、
吉
兵
衛
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
鯡
を
う

ま
い
う
ま
い
と
言
っ
て
お
腹
い
っ
ぱ
い
に

食
べ
ま
し
た
。
あ
ま
り
の
美
味
し
さ
に
食

べ
過
ぎ
、
夜
に
な
っ
て
の
ど
が
渇
い
て
水

を
沢
山
飲
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
吉
兵
衛
が

や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
鯡
を
煮
く
に
は
始
め
か
ら
砂
糖
を
入
れ

て
は
味
が
悪
い
。
浸
け
鯡
を
よ
く
洗
っ
て
、

は
じ
め
は
醤
油
で
充
分
浸
み
込
む
ま
で
煮

て
、
醤
油
が
よ
く
浸
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
、

醤
油
の
辛
み
を
少
し
の
砂
糖
で
消
す
ノ
ヤ
。

そ
う
す
る
と
、
砂
糖
が
使
っ
て
あ
る
の
や

ら
な
い
の
や
ら
分
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
う
ま

い
味
が
あ
る
。
そ
れ
が
砂
糖
の
使
い
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
砂
糖
が
使
っ
て
ご
ざ

い
ま
す
と
知
れ
る
よ
う
な
砂
糖
の
使
い
方

は
、
本
当
の
使
い
よ
う
で
は
な
い
。

仏
法
に
遇
う
て
も
私
は
法
に
遇
う
て
お

り
ま
す
と
見
せ
か
け
て
い
る
の
は
法
に
遇

う
た
の
で
は
な
い
。
法
に
遇
う
て
法
の
気

が
抜
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
法
の
う
ま
い
味

が
あ
る
」

と
吉
兵
衛
。
ひ
と
味
頂
い
た
思
い
で
す
。

2022 年 4 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（23）

［第115回］

早
春
、
ま
だ
ま
だ
寒
さ
を
感
じ
る
日

が
続
き
ま
す
。

三
月
も
上
旬
、
ご
近
所
の
方
が
、

「
向
こ
う
に
あ
る
河
津
桜
が
そ
ろ
そ
ろ

満
開
で
す
ね
」

と
、
声
を
か
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。

そ
う
言
え
ば
家
近
く
の
小
径
に
早
咲
き

の
桜
が
美
し
く
咲
い
て
い
ま
し
た
。

「
そ
う
で
す
ね
」

と
、
と
っ
さ
に
お
返
事
を
し
た
も
の
の
、

い
つ
も
足
下
し
か
見
て
お
ら
ず
、
た
ま
に

通
り
か
か
っ
て
も
し
み
じ
み
花
を
見
上

げ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

昔
の
人
は
、
空
を
見
上
げ
て
美
し
い

花
々
を
愛
で
な
が
ら
季
節
ご
と
の
節
句

を
祝
う
、
こ
こ
ろ
豊
か
な
生
活
を
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
今
は
便
利
な
生
活
を
送
っ

て
い
ま
す
が
、
空
を
見
上
げ
る
こ
と
す

ら
忘
れ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
心
が
貧
し

く
感
じ
ま
す
。

「
今
年
で
、
お
祖
父
ち
ゃ
ん
の
三
回
忌

も
迎
え
ら
れ
る
し
、
来
年
は
、
お
雛
様

の
桃
の
節
句
を
し
な
け
れ
ば･･･

」

と
、
理
由
を
つ
け
て
い
た
自
分
に
反

省
し
き
り
で
し
た
。

牛
の
た
め
に
二
十
四
個
取
り
分
け
な
さ
い
、

･･･
。」

と
多
く
の
生
活
必
需
品
に
割
当
さ
せ
、

手
に
持
っ
て
き
た
小
石
で
は
足
り
な
い
こ

と
を
識し

ら
せ
ま
し
た
。

欲
望
に
満
足
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
理

解
し
た
彼
は
、
再
び
釈
尊
の
も
と
に
帰
り
、

弟
子
と
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

◇ 

現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と 

◇

私
た
ち
の
苦
し
み
の
も
と
は
、
変
わ
り
続

け
て
い
る
現
実
の
中
で
も
、
自
分
に
執
着
し

て
い
る
こ
と
。
ど
ん
な
に
苦
し
み
が
続
い
て

も
、
欲
望
が
自
分
を
縛
っ
て
い
る
こ
と
を
し

ら
ず
に
い
ま
す
。

京
都
文
教
大
学
の
平
岡
聡
先
生
は
、

「
苦
を
な
く
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。

答
え
は
単
純
、
ズ
レ
を
な
く
せ
ば
い
い
の
で

す
。
ズ
レ
の
な
く
し
方
は
二
つ
。
一
つ
は
欲

望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
現
実
を
変
え
る
こ

と
、
も
う
一
つ
は
欲
望
を
な
く
し
て
現
実
を

受
け
入
れ
る
こ
と
で
す
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
現
実
を
変

え
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
現
在
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

戦
争
で
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
が

行
っ
て
い
る
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
何

を
隠
そ
う
、
戦
前
、
日
本
が
赤
字
で
苦
し

み
外
国
か
ら
の
借
り
入
れ
が
難
し
く
な
っ
て
、

苦
し
紛
れ
に
中
国
に
進
出
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
軍
備
拡
張
に
必
要
な
原
料
と
石
油
が
必

要
と
な
り
、
英
米
に
依
存
度
が
高
ま
り
、
そ

の
結
果
、
対
日
石
油
輸
出
禁
止
を
出
し
た
ア

メ
リ
カ
に
対
し
太
平
洋
戦
争
に
突
入
。
そ
う

し
た
経
緯
①
Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｊ
報
告

に
も
似
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
苦
を
な
く
す
に
は
、
欲

望
を
な
く
し
て
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の

一
択
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。「
欲

が
満
た
さ
れ
る
と
楽
に
な
る
が
、
欲
な
け
れ

ば
そ
れ
以
上
に
楽
で
あ
る
」（
②

龍
樹
菩
薩
）。

①
【
Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｊ
】　

一
般
財
団
法
人	

日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済

研
究
所
の
こ
と
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
環
境
、

お
よ
び
中
東
の
政
治
経
済
に
関
す
る
研

究
・
調
査
な
ど
を
行
う
日
本
の
研
究
所
。

１
９
９
６
年
設
立
。
元
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー

庁
所
管
の
財
団
法
人
で
、
２
０
０
５
年
４

月
１
日
付
で
財
団
法
人
中
東
経
済
研
究
所

と
合
併
。
本
掲
載
内
容
は
、
２
０
１
１
年

７
月
、
計
量
分
析
ユ
ニ
ッ
ト
の
平
井
晴
己

氏
の
報
告
内
容
に
よ
る
。

②
【
龍
樹
菩
薩
】

真
宗
七
高
僧
の
第
一
祖
。
２
世
紀
に
生
ま

れ
た
イ
ン
ド
仏
教
の
僧
。
龍
樹
と
は
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
漢

訳
名
で
、
日
本
で
は
漢
訳
名
を
用
い
る
こ

と
が
多
い
。
中
観
派
の
祖
。「
空
」
の
理
論

の
大
成
は
、
龍
樹
の
『
中
論
』
な
ど
の
著

作
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
。
本
文
の
龍
樹

菩
薩
『
宝
行
王
正
論
』
の
引
用
は
、
ネ
ッ

ト
掲
載
の
大
谷
大
学
教
員
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
参
照
し
た
。

《
第
二
十
四
回
　
求
道
者
た
れ
、
と
も
に
求
道
者
た
ら
ん
》

こ
の
言
葉
は
本
山
に
て
行
わ
れ

た
修
練
の
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら

れ
ま
し
た
。
私
自
身
も
道
を
求
め
、

と
も
に
学
ん
で
い
く
門
徒
で
あ
る
、

そ
う
い
っ
た
願
い
が
込
め
ら
れ
た
言

葉
で
す
。

私
は
何
を
す
れ
ば
僧
侶
ら
し
い

か
、
と
い
う
こ
と
ば
か
り
を
考
え
が

ち
で
す
。

そ
ん
な
、
ガ
ワ
だ
け
の
僧
侶
ら

し
さ
を
求
め
、、
新
し
く
学
ぶ
こ
と

を
や
め
が
ち
な
自
分
自
身
を
戒
め

ら
れ
る
一
節
だ
と
思
い
ま
す
。

習
う
は
一
生
と
い
う
諺
が
あ
る
よ

う
に
、
生
涯
学
び
の
姿
勢
を
忘
れ
な

い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

「
空
を
見
上
げ
て
」

こ
こ
ろ
豊
か
に



◆
事
務
局
、
教
化
白
書
を
作
成
―
さ
る
３

月
23
日
、
教
化
検
討
委
員
会
に
教
化
白
書

が
提
出
さ
れ
た
。
教
化
検
討
委
員
会
で
一

年
間
を
か
け
て
順
慶
寺
の
教
化
に
対
し
て

検
討
し
た
内
容
を
事
務
局
が
ま
と
め
た
も

の
。
本
白
書
は
、
来
た
る
教
化
予
算
委
員

会
に
上
程
さ
れ
る
予
定
。

◆
竹
林
整
備
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
多
数
ー
３

月
13
日
、
３
月
27
日
の
両
日
、
４
月
に
行

わ
れ
る
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
を
前
に
、
相
木
国

男
氏
竹
林
の
整
備
が
行
わ
れ
た
。
総
代
、

総
代
Ｏ
Ｂ
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
二
十
名

以
上
参
加
。

◆
若
院
教
師
資
格
補
任
ー
さ
る
３
月
24
日
、

本
山
東
本
願
寺
に
て
若
院
が
教
師
資
格
を

補
任
さ
れ
た
。
教
師
資
格
と
は
、
僧
侶
で

あ
っ
て
教
法
を
ひ
ろ
め
儀
式
を
執
行
す
る

資
格
で
、
住
職
に
な
る
た
め
の
必
須
要
件
。

若
院
が
教
師
資
格
を
取
得
し
ま
し
た
。

こ
れ
で
、
何
と
か
住
職
の
継
職
者
が
出
来

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ホ
ッ
と
さ
れ
た
で

し
ょ
う
と
の
声
も
あ
り
ま
す
が
、
実
は
、

こ
れ
か
ら
は
間
違
っ
た
こ
と
を
伝
道
で
き

な
い
の
で
、
き
っ
ち
り
勉
強
し
て
も
ら
わ

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
若
院
に
は
、
や
っ

と
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
つ
い
た
と
こ
ろ
だ

と
言
っ
て
い
ま
す
。（
住
）

･･･････････････････････････

コ
ロ
ナ
の
中
、
心
配
だ
っ
た
修
練
も
無

事
終
わ
り
、
大
谷
派
教
師
資
格
を
取
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
資
格
を
取
っ
た
か

ら
終
わ
り
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む

し
ろ
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
が
問
わ
れ
て
く

る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
楽
し
い
ば
か
り

の
修
練
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
充

実
し
た
一
週
間
で
し
た
。（
若
）
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敬
聞
院
釋
信
龍

2
月
28
日
寂 

加
藤
信
義（
84
）

刈
谷
市 

加
藤
和
彦
様
の
父

釋
尼
貞
節

3
月
14
日
寂 

池
田
せ
つ（
91
）

知
立
市 

池
田
敏
様
の
母

3
月
度
護
寺
会
物
故
者

清
明
院
釋
増
修

3
月
2
日
寂 

岡
本
増
夫（
94
）

刈
谷
市 

岡
本
信
浩
様
の
父

釋
尼
数
法

3
月
19
日
寂 

鈴
木
ス
エ
ノ（
85
）

安
城
市 

鈴
木
清
美
様
の
母

瑞
質
院
釋
尼
淳
信

3
月
11
日
寂 

相
木
淳
子（
90
）

北
尾
組 

相
木
秀
樹
様
の
母

北尾組 相木　国男 参与　５名 杉浦　新八 小林　正典 高畑組

市場上組 岡本　博和 ◎岡本　巧 池浦　雅博 横山　政明 今川東組

護寺会長 泉田西組 岡川　経康 　田島　明雄 池浦　良淳 岡本知佐子 市場下組

（泉田・今川）　◎は年番長

市場上組 市場下組 高畑組 大久屋前川組 泉田西組 山ノ端組 今川西組 今川東組

会計 渉外 幹事 書記 副会長 幹事

神谷　昭好 岡本　清 岡川　明秀 酒井　喜行 塚本　年雄 塚本　誠

相談役 岡本　邦彦 岡本　正博 小林　正典 池田　正己 塚本　忠 横山　政明

◎加藤　照久 岡本　巧 ◎前田　廣 加藤　保 佐野　賢治 間瀬　昭 ◎岡本　学 ◎岡本　兼蔵

酒井　佐 酒井　尉 前田　高志 加藤　節子 酒井よし子 鈴木　一正 岡本日出子 永井　龍市

神谷　忠良 酒井　金之 岡部　浩二 塚本　武信

岡本　勝英 岡本　篤樹 岡本　仏

平松組 来迎寺組 西丘組 一里山組 落合組 北尾組 近崎組 下高根地区 荒井地区

総　代 清水　安文 都築　和人 加藤　政康 塚本　鏡次 志水　和則 相木　武則 相木　好永 － －

清水　清隆 （総代兼任） 桑鶴　征治 （総代兼任） 志水　政道 相木　信雄 （総代兼任） 志水　利雄 相羽　篤

清水　一一 杉浦あけみ 相木　辰男

岡本　正博 （執行部ＯＢ） 委員長 副委員長 会計 監事

清水　安文 （護寺会総代） 鈴木　市成 岡本　英文 岡川　司 岡川　一夫

順慶寺墓地
管理委員会

尾張地区

総代
執行部

事務局
（散在統括）

会計
監査役

年　番

年　番

（三河・尾張）
三河地区

副会長

池田　重晴

順慶寺

令和４年度　順慶寺役員年番・就任予定者名簿（案）

責任役員

泉田地区 今川地区

門徒会役員
男性２名
女性１名

令和４年度（令和４年年４月１日より令和５年３月３１日）

４
月
よ
り
令
和
４
年
度
が
始
ま
り

ま
す
。

本
年
は
、
三
年
に
一
度
の
総
代
執

行
部
の
入
れ
替
え
と
な
る
た
め
、
泉

田
地
区
と
今
川
地
区
に
新
総
代
が
選

出
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
会
長
の

岡
川
経
康
氏
を
除
く
三
年
間
総
代
執

行
部
と
し
て
任
を
全
う
さ
れ
た
皆
さ

ん
は
、
相
談
役
と
し
て
一
年
間
役
員

に
つ
い
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
各
地
総
代
の
中
で
は
、
西

丘
組
と
北
尾
組
の
総
代
が
交
代
と
な

り
ま
し
た
。

年
番
の
皆
さ
ん
を
除
く
、
役
員
候

補
の
皆
さ
ん
は
、
護
寺
会
総
会
（
書

面
で
の
了
承
）
を
経
て
、
正
式
に
役

に
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

５
月
よ
り
、
寺
カ
フ
ェ
と
子
供
会
が
正

式
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

寺
カ
フ
ェ
は
、
お
年
寄
り
の
皆
さ
ん
が

楽
し
ん
で
喜
ん
で
も
ら
え
る
居
場
所
と
し

て
、
子
供
会
は
次
世
代
を
担
う
子
供
た
ち

の
育
成
を
目
指
し
て
、
一
年
間
鋭
意
検
討

し
て
き
た
内
容
を
実
施
す
る
も
の
。

最
初
は
、
順
慶
寺
の
関
係
者
に
チ
ラ
シ

を
配
り
ま
す
が
、
お
連
れ
の
皆
さ
ん
が
集

ま
る
こ
と
は
大
歓
迎
で
す
。

新
役
員
の
顔
ぶ
れ
決
ま
る

令
和
四
年
度

寺
カ
フ
ェ・子
供
会
ス
タ
ー
ト

 
５
月
よ
り
順
慶
寺
新
企
画

５
名
の
順
慶
寺
護
寺
会
員
の

方
が
生
前
の
役
割
を
終
え
ら

れ
、
浄
土
に
お
か
え
り
に
な

ら
れ
ま
し
た
。
合
掌

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

令
和
四
年
度 

順
慶
寺
役
員
候
補

おしらせおしらせ



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 金  執行部四役会（18：00、順慶寺玄関）
2 土
3 日  蓮師会連絡会（19：00、順慶寺本堂）
4 月
5 火
6 水
7 木 木 -1
8 金  むつみ会総会（10：00、順慶寺本堂）
9 土  タケノコ掘りと花祭り（9：00、相木氏竹林他）

10 日  最高顧問会議（19：00、順慶寺玄関）
11 月  男女助音講（14：00、順慶寺本堂）
12 火  教化予算委員会（14：00、順慶寺本堂）
13 水
14 木 木 -2
15 金

16 土
17 日

18 月  組門徒会研修（13：30、泉正寺）
 真宗講座（19：00、順慶寺本堂）

19 火
20 水  おみがき・大掃除（8：30、順慶寺）
21 木  花立て（8：30、順慶寺） 木 -3
22 金  お荘厳（8：30、順慶寺）
23 土  　　　　　  初　日（9：30、順慶寺本堂）
24 日  　　　　　  二日目（9：30、順慶寺本堂）
25 月
26 火
27 水
28 木  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂） 木 -4
29 金 昭和の日
30 土

蓮師会

●
4
月
か
ら
順
慶
寺
諸
活
動
一
部
再
開

４
月
よ
り
コ
ロ
ナ
禍
で
お
よ
そ
二
年

間
自
粛
し
て
い
た
例
会
等
の
活
動
を

一
部
再
開
し
ま
す
。

◇
む
つ
み
会	

→
4
月
8
日
総
会

◇
助
音
講	

→
4
月
11
日
か
ら

◇
真
宗
講
座	

→
4
月
18
日
再
開

◇
御
命
日	

→
4
月
28
日
よ
り
通
常

な
お
、
そ
の
他
の
例
会
も
順
次
再

開
し
ま
す
。
ま
た
、
助
音
講
、
真

宗
講
座
に
つ
い
て
は
、
再
開
前
に
ハ

ガ
キ
に
て
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

●
宗
祖
御
誕
生
八
五
〇
年
慶
讃

法
要
の
御
懇
志
に
つ
い
て

昨
年
11
月
の
報
恩
講
の
際
、
組
の
あ

る
地
域
の
皆
さ
ん
に
は
、
宗
祖
御
誕

生
八
五
〇
年
慶
讃
法
要
の
詳
細
と
御

懇
志
の
件
が
記
さ
れ
た
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
を
配
布
し
ま
し
た
。

そ
の
際
に
、
本
年
４
月
に
御
懇
志
を

お
願
い
す
る
こ
と
を
連
絡
し
て
い
ま

し
た
。
今
回
、
蓮
師
会
の
ご
案
内
の

際
に
、
郵
便
振
替
用
紙
を
配
布
し
ま

す
の
で
御
懇
志
お
願
い
い
た
し
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

4 月の主な行事予定
2022 年 4 月号　　　　【4】

おしらせ

は
な
ま
つ
り

み
な
さ
ん
、
い
よ
い
よ
４
月
で
す
ね
。

新
入
学
、
新
学
期
、
そ
れ
か
ら
沢
山
の
お

花
が
咲
い
て
、
新
た
な
出
会
い
に
今
か
ら

胸
が
わ
く
わ
く
し
て
き
ま
す
。

順
慶
寺
で
も
、
い
つ
も
４
月
は
、
タ
ケ

ノ
コ
掘
り
を
し
て
か
ら
花
祭
り
を
し
て
い

ま
す
。
花
祭
り
は
、
き
れ
い
に
お
花
を

飾
っ
た
花
御
堂
の
中
に
お
釈
迦
様
の
誕
生

さ
れ
た
お
姿
が
あ
っ
て
、
甘
茶
を
か
け
ま

す
。
お
釈
迦
様
の
誕
生
さ
れ
た
と
き
に
天

か
ら
甘
露
の
雨
が
降
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で

す
が
、
甘
茶
は
そ
ん
な
に
美
味
し
い
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
レ
ト
ロ

な
感
じ
の
花
祭
り
行
進
曲
を
歌
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
に
な
る
前
は
、
結
構
大
勢
の
人

4
月
行
事
内
容 

詳
細

が
来
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
着
物
の
洗
い
屋

さ
ん
が
京
都
か
ら
来
て
、
珍
し
い
の
で
写

真
を
撮
っ
て
行
か
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
う

言
え
ば
、
去
年
か
ら
京
都
に
い
ま
す
け
ど
、

花
祭
り
は
気
づ
か
な
か
っ
た
で
す
ね
。

花
祭
花
祭

始
ま
る
と
か
や
　
町
の
寺

始
ま
る
と
か
や
　
町
の
寺

山
口
青
邨

山
口
青
邨

タ
ケ
ノ
コ
掘
り
と
花
祭
り

4
月
9
日（
土
）

午
前
９
時　

順
慶
寺
集
合

い
ま
だ
に
続
く
コ
ロ
ナ
禍
で
す
が
、
対
策

を
講
じ
つ
つ
、
今
年
も
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
と

花
祭
り
を
実
施
し
ま
す
。
順
慶
寺
護
寺

会
の
皆
様
に
は
、
チ
ラ
シ
が
配
布
さ
れ

る
予
定
で
す
。（
お
勝
手
会
の
方
々
の
た

け
の
こ
御
飯
の
お
土
産
が
あ
り
ま
す
）

組
門
徒
会
研
修

4
月
18
日（
月
）午

後
1
時
半　

東
境
町
泉
正
寺

年
二
回
の
岡
崎
教
区
第
二
十
一
組
門
徒
会

の
研
修
会
で
す
が
、
今
年
は
コ
ロ
ナ
の
た

め
一
回
に
短
縮
さ
れ
て
実
施
さ
れ
ま
す
。

門
徒
会
員
に
は
ご
案
内
が
あ
り
ま
す
。

蓮
師
会

4
月
23
日（
土
）・
24
日（
日
）

両
日
と
も
午
前
９
時
半
か
ら　

順
慶
寺

本
年
の
蓮
師
も
コ
ロ
ナ
の
た
め
、
午
前
中

の
み
の
法
要
と
し
ま
す
。
ま
た
、お
斎
は
、

持
ち
帰
り
弁
当
と
し
ま
す
。
受
付
に
て

食
事
券
を
受
け
取
っ
て
、
帰
り
に
弁
当

を
受
け
取
っ
て
下
さ
い
。

な
お
、
本
年
も
護
寺
会
総
会
は
自
粛
と

し
ま
す
。
総
会
資
料
は
、
事
前
に
会
員

に
配
布
し
ま
す
の
で
、
ご
意
見
の
あ
る
方

は
、
法
要
前
に
役
員
ま
で
申
し
出
て
下

さ
い
。


