
参詣者を迎え入れる役員（５月 17 日、順慶寺本堂にて　塚本年雄氏撮影）

【1】　　　　2022 年 5月 28 日発行

◆◇ 門徒の法要 ◇◆
５月１７日、 コロナ禍の前住職三回忌を厳修。 ディスタンスをとったイス席、 三張り設営した

境内のテント、 葬儀並みの受付、 すべて護寺会主催で準備。 そして、 役員総出で参詣の

皆さんを笑顔で迎え入れた。 文字通り、 前住職の三回忌は門徒の法要となった。

◇ 

欲
が
憎
し
み
や
苦
し
み
を
生
む 

◇

今
月
の
釈
尊
の
言
葉
は
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
よ
り

「
勝
利
は
憎
し
み
を
生
む
、

負
け
た
者
は
苦
し
み
を
味
わ
う
。

勝
ち
負
け
を
捨
て
て

心
静
か
な
者
は
楽
し
み
を
味
わ
う
」（
第
二
〇
一
偈
）

か
ら
の
出
典
で
す
。

今
月
の
言
葉
は
、
イ
ン
ド
の
コ
ー
サ
ラ
国
の
国
王
・

①

パ
セ
ナ
デ
ィ
王
の
敗
北
に
つ
い
て
釈
尊
が
語
ら
れ

た
一
節
で
す
。

パ
セ
ナ
デ
ィ
王
は
、
甥
で
マ
ガ
ダ
国
の
ア
ジ
ャ
セ

王
と
三
度
戦
い
ま
し
た
が
、
三
度
と
も
打
ち
負
か
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
三
度
目
に
な
っ
て
、「
私
は
ミ

ル
ク
顔
の
若
造
を
打
ち
負
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
生
き
て
い
て
も
何
に
な
ろ
う
」
と
考
え
、
絶
食

し
て
ベ
ッ
ド
に
臥
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

や
が
て
、
パ
セ
ナ
デ
ィ
王
が
意
気
消
沈
し
て
臥
し

た
と
い
う
う
わ
さ
が
国
中
に
知
れ
わ
た
る
こ
と
に
な

り
、
比
丘
た
ち
を
通
じ
て
釈
尊
の
耳
に
も
入
り
ま
し

た
。
す
る
と
、
釈
尊
は
、

「
比
丘
た
ち
よ
、
勝
っ
た
者
は
憎
し
み
を
生
み
ま
す
。

負
け
た
も
の
は
、
苦
し
み
を
味
わ
い
ま
す
」
と
弟
子

に
語
っ
た
と
い
い
ま
す
。

ラ
グ
ビ
ー
の
よ
う
に
、
勝
ち
負
け
は
試
合
中
だ
け

の
こ
と
で
、
試
合
が
終
わ
っ
た
ら
ノ
ー
サ
イ
ド
に
な

る
の
が
理
想
で
す
。
し
か
し
、
名
み
ょ
う

聞も
ん

（
名
声
を
得
た

い
と
い
う
欲
望
）、
利り

養よ
う
（
気
に
入
ら
れ
て
生
活
を

よ
く
し
た
い
と
い
う
欲
望
）、
勝
し
ょ
う

他た

（
他
の
人
に
負
け

た
く
な
い
と
い
う
思
い
）
が
う
ず
ま
く
私
た
ち
の
日

常
で
、
こ
う
し
た
欲
の
心
が
は
た
ら
き
、
良
し
悪
し

な
ど
な
か
っ
た
こ
と
に
白
黒
が
つ
く
と
、
次
の
瞬
間

に
は
憎
し
み
や
苦
し
み
が
わ
く
も
の
だ
と
釈
尊
は
教

え
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
二
〇
一
偈
よ
り

戦
い
に
負
け
て
意
気
消
沈
し
て

い
る
国
王
に
、
勝
敗
を
つ
け
る

こ
と
の
無
意
味
さ
を
教
え
る
。

６月の釈尊の言葉

ダンマパダ（法句経）第２０１偈より
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《
何
故
傍
ら
に
ご
ざ
ら
ぬ
か
》

堺
の
妙
好
人
・
吉
兵
衛
。
そ
の
聞
き
の

強
さ
と
、
お
し
の
強
さ
か
ら
、
誤
解
を
招

く
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

あ
る
時
、
船
尾
村
の
元
立
寺
に
仙
林
と

い
う
坊
さ
ん
が
説
教
に
来
て
、
説
教
の
席

で
吉
兵
衛
の
こ
と
を
散
々
に
言
わ
れ
、
そ

の
後
に
「
居
間
へ
来
い
」
と
吉
兵
衛
を
呼

び
出
し
ま
し
た
。
説
教
の
席
に
同
席
し

た
同
行
は
、
み
な
吉
兵
衛
の
こ
と
を
思
い
、

同
情
し
て
、
一
緒
に
座
敷
へ
行
く
と
言
い

ま
し
た
が
、
吉
兵
衛
は
、

「
い
え
い
え
、
あ
な
た
方
で
は
お
身
が
重

い
。
私
一
人
で
ま
い
り
ま
す
。
手
ぶ
ら
で

物
を
落
と
す
た
め
し
な
し
。
こ
の
老じ
じ
い爺
独

り
で
行
き
ま
す
」

と
言
っ
て
、
独
り
で
座
敷
へ
行
き
ま
し
た
。

仙
林
は
、
そ
こ
で
も
さ
ん
ざ
ん
悪
口
を

重
ね
ま
し
た
が
、
吉
兵
衛
は
黙
っ
て
そ
れ

を
聞
き
、
話
し
終
え
た
の
を
見
て
、

「
も
う
そ
れ
で
言
う
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
か
。
で
は
サ
ヨ
ナ
ラ
、お
暇
い
た
し
ま
す
」

と
言
っ
て
退
出
し
ま
し
た
。

日
を
経
て
、
吉
兵
衛
は
再
び
元
立
寺
に

行
き
、
住
職
に
仙
林
の
一
件
に
つ
い
て
知
っ

て
い
る
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
知
ら
な
い
と

い
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
吉
兵
衛
は
、

「
お
客
僧
を
招
待
し
て
お
い
て
、
何
故
傍

ら
に
ご
ざ
ら
ぬ
か
。
こ
の
老
爺
は
何
と
言

わ
れ
て
も
か
ま
わ
ぬ
が
、
同
行
に
そ
の
よ

う
な
も
の
が
い
る
こ
と
に
な
っ
て
は
恥
で

は
な
い
か
」

と
一
喝
し
た
と
い
い
ま
す
。

2022 年 6 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（25）

［第117回］

先
日
、
お
よ
そ
二
十
年
ぶ
り
に
月

に
一
度
の
子
供
会
が
復
活
し
ま
し
た
。

集
ま
っ
て
く
れ
た
子
供
た
ち
は
六

名
と
小
さ
な
船
出
で
し
た
が
、
急
が

ず
、
慌
て
ず
、
子
供
た
ち
の
輪
が
広

が
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
昔
、
今
の
住
職
が
若
院
だ
っ

た
頃
、
子
供
会
に
来
て
く
れ
た
子
供
た

ち
は
、
も
う
立
派
な
大
人
で
、
結
婚
し

親
と
な
っ
た
子
も
い
ま
す
。
当
時
は
自

分
自
身
も
子
育
て
の
真
っ
最
中
で
、
必

死
だ
っ
た
こ
と
ば
か
り
が
思
い
出
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
が
、
グ
ル
ッ
と
一
周
し
て
、

今
度
は
子
供
だ
っ
た
若
院
が
子
供
た
ち

を
迎
え
る
立
場
に
な
る
と
想
像
も
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
若
院
の
子
供
会
に
来
て
く
れ

た
か
わ
い
い
子
供
た
ち
か
ら
元
気
と

パ
ワ
ー
を
も
ら
い
ま
し
た
。
自
身
、

孫
が
い
て
も
お
か
し
く
な
い
年
齢
に

さ
し
か
か
り
、
子
供
を
見
る
ま
な
ざ

し
に
も
変
化
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
気
持
ち
を
あ
ら
た
に
、
子
供

た
ち
と
の
ご
縁
を
育
ん
で
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

◇ 
慢
心
は
お
ご
り
を
生
む 

◇

四
十
年
程
前
、テ
レ
ビ
で
「
ザ
・
ガ
マ
ン
」

と
い
う
番
組
を
放
映
し
て
い
て
い
た
の
を

覚
え
て
い
ま
す
。
東
京
六
大
学
の
学
生
が

大
学
を
代
表
し
て
、
ゲ
テ
モ
ノ
食
い
、
灼

熱
地
獄
、
水
責
め
な
ど
の
試
練
を
与
え
ら

れ
、
最
も
忍
耐
強
い
者
を
決
め
る
内
容
で

し
た
。
当
時
、
ガ
マ
ン
は
美
徳
と
さ
れ
て

い
る
風
潮
も
あ
り
、
試
練
に
悶
絶
す
る
姿

に
視
聴
率
も
上
が
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
仏
教
で
は
我
慢
と
い
う
言

葉
を
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
慢
」
と
は
、「
マ
ー
ナ
」
と
い
う

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
由
来
し
、
他
人
と

比
較
し
て
思
い
上
が
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
我
慢
は
、
自
分
の
み
を
た
よ

り
と
し
て
、
他
人
を
侮
る
よ
う
な
心
の
あ

り
方
を
示
し
ま
す
。
こ
う
し
た
「
慢
」
に

よ
っ
て
、
傲
慢
さ
、
虚
栄
心
、
優
越
感
や

そ
の
反
面
の
劣
等
感
な
ど
が
導
き
出
さ
れ

ま
す
。

新
鋭
の
仏
教
者
、
草く

さ

薙な
ぎ

龍
り
ゅ
う

瞬
し
ゅ
ん

氏
は
、

「
人
間
が
考
え
る
多
く
の
判
断
は
、
実
は

真
実
で
も
な
い
し
、
有
益
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
い
わ
ば
〝
ヒ
マ
つ
ぶ
し
〟
で
す
。･･･

も
し
あ
な
た
の
周
り
に
傲
慢
な
人
が
い
た

ら
、
そ
の
心
理
を
理
解
し
て
あ
げ
て
く
だ

さ
い
。
判
断
ゆ
え
の
快
楽
と
、
承
認
さ

れ
る
こ
と
へ
の
欲
求
で
す
。･･･

「
自
分

が
正
し
い
」
と
判
断
し
て
し
ま
っ
た
時
点

で
、
そ
の
判
断
は
「
間
違
っ
た
も
の
」
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
」（『
反
応
し
な
い

練
習
』）

と
指
摘
し
ま
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー

チ
ン
大
統
領
の
主
張
す
る
判
断
は
、
草
薙

氏
の
指
摘
よ
う
に
、
判
断
ゆ
え
の
快
楽
と

承
認
さ
れ
る
こ
と
へ
の
欲
求
に
見
え
る
の

は
私
だ
け
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

①【
パ
セ
ナ
ディ
王
】　

古
代
イ
ン
ド
、
コ
ー
サ
ラ
国
の
王
。
前
六
～

前
五
世
紀
こ
ろ
の
人
。
生
没
年
不
詳
。
漢
訳

仏
典
で
は
波は

斯し

匿の
く
と
す
る
。
都
の
舎
衛
城
に

あ
っ
て
隣
国
カ
ー
シ
ー
も
領
有
し
、
ガ
ン
ジ

ス
川
中
流
域
の
北
岸
に
君
臨
し
た
。
妹
が
マ

ガ
ダ
国
の
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
の
妃
で
あ
っ
た

た
め
、
両
国
は
友
好
関
係
に
あ
っ
た
が
、
ビ

ン
ビ
サ
ー
ラ
の
死
後
、
そ
の
子
ア
ジ
ェ
セ
王
と

長
期
に
わ
た
っ
て
争
っ
た
。
仏
教
の
保
護
者

と
し
て
も
知
ら
れ
る
。（『
世
界
百
科
事
典
』）

②【
草
薙
龍
瞬
】

昭
和
四
十
四
年
、
奈
良
県
生
ま
れ
。
中
学
中

退
後
、十
六
歳
で
家
出
・
上
京
。
放
浪
の
の
ち
、

大
検
を
経
て
東
大
法
学
部
卒
業
。
政
策
シ

ン
ク
タ
ン
ク
な
ど
で
働
き
な
が
ら
「
生
き
方
」

を
探
求
し
、
イ
ン
ド
仏
教
指
導
僧
・
佐
々
井

秀
嶺
師
の
も
と
で
得
度
出
家
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
、

タ
イ
に
留
学
。
現
在
、
イ
ン
ド
で
仏
教
徒
と

と
も
に
社
会
改
善
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
幼
稚
園
を
運
営

す
る
ほ
か
、
仕
事
や
人
間
関
係
、
生
き
方
全

般
に
わ
た
っ
て
伝
え
る
活
動
を
し
て
い
る
。

《
第
二
十
六
回
　
七
歩
の
意
味
》

お
釈
迦
様
は
生
ま
れ
て
か
ら
七
歩

歩
き
、「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と

い
わ
れ
た
の
は
有
名
な
伝
承
で
す
。

で
は
、
そ
の
七
歩
の
歩
み
は
何

を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、「
一
か
ら
六
歩
は
六
道
（
地

獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
）

で
の
歩
み
、
七
歩
目
は
そ
れ
を
超
え

る
一
歩
で
あ
る
」
と
教
わ
り
ま
し
た
。

私
た
ち
の
心
は
常
に
六
道
の
中
を
ゆ

れ
動
い
て
い
ま
す
。
あ
る
時
は
地
獄

に
な
り
、あ
る
時
は
畜
生
に
な
り
ま
す
。

い
か
に
六
道
で
の
自
分
の
歩
み
を

俯ふ

瞰か
ん
で
き
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を

お
釈
迦
様
は
お
伝
え
し
た
か
っ
た
の

で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
ど
も
か
い



◆
ハ
ク
ビ
シ
ン
対
策
終
了 

ー 

４
月
に
書

院
廊
下
の
天
井
に
確
認
さ
れ
た
ハ
ク
ビ
シ

ン
。
業
者
に
よ
る
対
策
に
よ
り
、
現
場
か

ら
の
退
散
が
確
認
さ
れ
た
。
現
在
、
様
子

を
見
な
が
ら
、
ハ
ク
ビ
シ
ン
が
侵
入
し
た

と
み
ら
れ
る
進
入
路
を
塞
ぐ
作
業
を
進
め

て
い
る
。

◆
寺
カ
フ
ェ
、
ホ
ー
ム
ニ
ュ
ー
ス
に
掲
載
ー 

４
月
29
日
に
プ
レ
オ
ー
プ
ン
し
た
寺
カ

フ
ェ
に
、
刈
谷
ホ
ー
ム
ニ
ュ
ー
ス
社
か
ら

取
材
を
受
け
、
同
社
記
事
に
掲
載
さ
れ
た
。

写
真
は
、「
ホ
ッ
ト
ひ
と
い
き
」
に
掲
載
。

◆
太
陽
光
パ
ネ
ル
設
置
完
了 

ー 

5
月
26

日
、
庫
裏
屋
根
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
が
設
置

さ
れ
た
。
太
陽
光
パ
ネ
ル
は
、
本
年
２
月

の
総
代
会
に
て
設
置
が
了
承
さ
れ
て
い
た

も
の
だ
が
、
設
置
は
新
年
度
に
と
な
っ
た
。

五
月
、
前
住
職
の
三
回
忌
を
お
勤
め
し

ま
し
た
。
法
要
が
始
ま
る
前
に
招
待
し
た

お
寺
様
に
「
今
回
御
門
徒
が
来
て
頂
け
る

法
事
に
し
ま
し
た
が
三
回
忌
を
区
切
り
と

し
た
い
」
と
の
話
を
す
る
と
、「
前
住
上
人

の
法
要
は
住
職
が
勤
め
る
も
の
で
は
な
い
。

御
門
徒
が
心
待
ち
に
し
て
迎
え
る
も
の
だ
」

と
お
叱
り
を
受
け
ま
し
た
。
法
要
を
勤
め

る
こ
と
だ
け
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
自
分
に
き

つ
い
叱
咤
で
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

五
月
か
ら
つ
い
に
子
ど
も
会
が
始
ま
り
ま

し
た
。
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
状
態
で
の
ス

タ
ー
ト
で
す
が
、
子
ど
も
達
も
来
て
く
れ
て

一
安
心
で
し
た
。
子
ど
も
会
は
子
ど
も
の
学
び

の
場
で
は
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
私
自
身
も

学
べ
る
場
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。（
若
）

【3】　　　　2022 年 5月 28 日発行

興
楽
院
釋
輝
映

5
月
9
日
寂 

木
谷
輝
伸（
81
）

刈
谷
市 

武
本
雅
行
様
の
義
父

釋
静
観

5
月
19
日
寂 

酒
井
昭
夫（
96
）

高
畑
組 

酒
井
寿
人
様
の
父

5
月
度
護
寺
会
物
故
者

さ
る
五
月
十
七
日
、
前
住
職
が
亡
く
な
っ
て
丁
度
二
年
と
な
る
祥
月
命
日
に
、
前
住
職
の

三
回
忌
法
要
を
親
戚
法
中
、
親
戚
、
御
門
徒
の
皆
様
と
と
も
に
お
勤
め
を
し
ま
し
た
。

葬
儀
、
一
周
忌
と
コ
ロ
ナ
禍
と
な
っ
た
、

前
住
職
の
法
要
で
す
が
、
三
回
忌
は
、
ウ

イ
ズ
コ
ロ
ナ
の
方
針
の
も
と
、
で
き
る
だ

け
沢
山
の
御
門
徒
の
皆
様
と
法
要
を
迎
え

る
よ
う
に
、
境
内
に
大
き
な
テ
ン
ト
を
張

り
、
イ
ス
席
を
増
設
し
て
迎
え
ま
し
た
。

当
日
は
、
ま
ず
隨
厳
寺
住
職
・
安
藤
誠

也
氏
を
よ
り
御
法
話
を
い
た
だ
き
、
そ
の

後
に
、
読
経
の
中
で
本
堂
に
て
参
詣
者
の

皆
様
に
焼
香
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

親
戚
、法
中
、役
員
合
わ
せ
て
約
七
十
名
。

一
般
参
詣
者
も
七
十
名
ほ
ど
。
役
員
の
皆

さ
ん
は
、
朝
早
く
か
ら
参
詣
者
を
迎
え
る

準
備
を
し
ま
し
た
。
お
勝
手
会
の
皆
様
に

も
応
援
を
い
た
だ
き
、
法
中
の
接
待
な
ど

に
大
活
躍
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
詣
者
は
、
本
堂
に
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を

も
っ
て
配
置
さ
れ
た
イ
ス
席
で
は
入
り
き

ら
ず
、
準
備
さ
れ
た
境
内
の
イ
ス
席
が
役

に
立
ち
ま
し
た
。

こ
れ
だ
け
多
く
の
方
が
、
前
住
職
の
三

回
忌
を
大
切
に
感
じ
て
下
さ
る
こ
と
を
み

る
に
つ
け
、
前
住
職
の
遺
徳
を
感
ぜ
す
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

即
生
院
釋
良
稔

5
月
12
日
寂 

稲
垣　

稔（
87
）

下
高
根 

石
川
満
儀
様
の
義
父

妙
実
院
釋
尼

澄
江

5
月
18
日
寂 

池
田
ゆ
き
江（
97
）

山
ノ
端
組 

池
田
正
己
様
の
母

釋
尼

久
清

5
月
23
日
寂 

鈴
木
久
子（
91
）

名
古
屋
市 

鈴
木
博
様
の
母

昨
年
一
年
間
、
教
化
検
討
委
員

会
に
て
検
討
さ
れ
た
、
ア
フ
タ
ー
コ

ロ
ナ
で
の
取
り
組
み
。
そ
の
中
で
、

今
年
五
月
か
ら
、
本
格
的
に
始
動

し
た
の
は
、
有
志
に
よ
る
寺
カ
フ
ェ

と
若
院
に
よ
る
子
供
会
。

寺
カ
フ
ェ
で
は
、
コ
ロ
ナ
へ
の

配
慮
か
ら
境
内
で
の
オ
ー
プ
ン
カ

フ
ェ
を
用
意
し
四
十
名
ほ
ど
の
お

客
さ
ん
。
子
供
会
も
少
人
数
な
が

ら
和
気
あ
い
あ
い
の
ス
タ
ー
ト
。

前住職三回忌点描

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

前
住
職
三
回
忌
を
厳
修

護
寺
会
の
総
力
を
あ
げ
て
法
要
の
準
備

ホームニュース掲載の寺カフェの写真

順慶寺に集まった子供たちに話す若院

法話をする安藤先生

境内の受付 本堂での焼香

案内をする役員

新
企
画
次
々
船
出

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ

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



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 水  寺カフェ（9：00～12：00、順慶寺本堂南落間にて）
2 木 木 -1
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水
9 木 木 -2

10 金
11 土  助音講（19：00、順慶寺本堂）
12 日
13 月
14 火
15 水  21組同朋教室（13：30、築地町・誓願寺）

16 木 木 -3
17 金

18 土  順慶寺こどもかい（9：00、順慶寺本堂）
 真宗講座（19：00、順慶寺本堂）

19 日
20 月
21 火
22 水
23 木 木 -4
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 水
30 木

●
夏
期
講
座
を
一
般
向
け
に
開
催

例
年
、
７
月
７
日
に
富
士
松
真
宗
教

団
主
催
で
著
名
な
先
生
を
迎
え
て

開
催
さ
れ
て
い
る
夏
期
講
座
で
す
が
、

二
年
間
の
コ
ロ
ナ
自
粛
を
経
て
、
今

回
か
ら
公
開
の
講
座
と
な
り
ま
し
た
。

二
年
前
ま
で
の
よ
う
に
地
域
同
行
の

方
の
申
込
を
受
け
付
け
る
の
で
は
な

く
、
一
般
の
方
が
自
由
に
講
座
を
聴

聞
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

と
く
に
本
年
（
７
月
７
日
今
川
町

乘
蓮
寺
に
て
開
催
）
は
、
参
加
費

用
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
参
加
要
項

は
順
慶
寺
本
堂
に
あ
り
ま
す
。

●
順
慶
寺
こ
ど
も
か
い
募
集
中

５
月
21
日
よ
り
始
ま
っ
た
、
順
慶

寺
こ
ど
も
会
で
す
が
、
若
院
の
工

夫
も
あ
っ
て
わ
き
あ
い
あ
い
の
雰
囲

気
だ
っ
た
と
感
想
が
あ
が
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
楽
し
い
会
に
し
て

い
く
予
定
で
す
。
参
加
希
望
の
お

子
さ
ん
（
父
兄
も
よ
い
）
は
、
第
三

土
曜
の
午
前
９
時
に
順
慶
寺
へ
。

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

６月の主な行事予定
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おしらせ

う
め
ず

み
な
さ
ん
、
６
月
に
な
る
と
い
よ
い

よ
梅
雨
入
り
に
な
り
ま
す
ね
。

梅
雨
に
な
る
と
、
ジ
メ
ジ
メ
し
て
寝
苦

し
い
日
が
続
き
ま
す
し
、
カ
ビ
や
雑
菌
が

繁
殖
し
て
体
調
を
悪
く
し
や
す
い
で
す
よ

ね
。
そ
ん
な
と
き
に
、
役
に
た
つ
の
が
、

丁
度
収
穫
を
迎
え
る
梅
。
梅
は
、
昔
か
ら

「
食
べ
も
の
の
毒
・
血
液
の
毒
・
水
の
毒
」

を
断
つ
と
す
る
健
康
食
と
い
わ
れ
、
ク
エ

ン
酸
を
多
く
含
む
梅
干
し
は
、
疲
労
回
復

や
血
流
を
よ
く
す
る
効
果
が
あ
る
の
で
、

梅
雨
に
は
も
っ
て
こ
い
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
梅
干
し
を
作
る
と
き
に
で

き
る
梅
酢
っ
て
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
梅

を
塩
漬
け
に
す
る
と
出
て
く
る
も
の
で
す

6
月
行
事
内
容 

詳
細

が
、
食
欲
増
進
・
消
化
促
進
、
殺
菌
効
果
、

老
化
防
止
な
ど
の
効
果
が
あ
る
そ
う
で
す
。

そ
う
言
え
ば
、
真
鍮
の
仏
具
な
ど
も
梅
酢

を
使
っ
て
磨
く
と
ピ
カ
ピ
カ
に
な
る
と
、

お
父
さ
ん
が
言
っ
て
い
ま
し
た
。

干
梅
の

干
梅
の

温
み
を

温
み
を
甕甕か
め
か
め

に
納
め
け
り

に
納
め
け
り

小
松
誠
一

小
松
誠
一

二
十
一
組
同
朋
教
室（
第
二
回
）

6
月
15
日（
水
）

	

午
後
１
時
半
～	

築
地
町
誓
願
寺

	

講　
　

師	

戸
松
憲
仁
氏

岡
崎
教
区
二
十
一
組
の
同
朋
教
室
の
二

回
目
が
、
岡
崎
市
福
万
寺
住
職
・
戸
松

憲
仁
先
生
を
迎
え
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

先
生
は
、「
令
和
の
時
代
に
聞
く
仏
法
」

と
銘
打
っ
て
、
時
代
は
変
わ
る
け
れ
ど

も
、
変
わ
ら
な
い
仏
法
を
分
か
り
や
す

く
お
話
さ
れ
ま
す
。

今
回
聴
講
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
で
、
ま

だ
申
込
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
参
加

費
（
一
千
円
）
を
添
え
て
順
慶
寺
ま
で

申
込
く
だ
さ
い
。

（コーヒー・紅茶２００円、ジュース１００円）


