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【1】　　　　2022 年 7月 28 日発行

◆◇ 境内の白蓮華 ◇◆
順慶寺の境内には、 総代OB有志によって管理されている蓮華の鉢がある。 一昨年までは、 ピンク

の花が咲き誇っていたが、 去年から今川町の岡本孝行さんが今川町のハスの会から白蓮華をもらい

受けて下さっている。 白蓮華は、 汚れることのない清浄な姿を現すので浄土の華として尊ばれる。

◇ 

執
着
は
地
獄
を
再
生
さ
せ
る 

◇

今
月
の
釈
尊
の
言
葉
は
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
よ
り

「
鉄
か
ら
錆
は
生
じ
る
、

そ
こ
か
ら
生
じ
て
そ
れ
（
鉄
）
を
食
す
、

そ
の
よ
う
に
節
度
を
超
え
て
振
る
舞
う
人
は
、

自
ら
の
行
い
が
悪
道
に
導
く
」（
第
二
四
〇
偈
）

か
ら
の
出
典
で
す
。

今
回
の
お
言
葉
は
、
テ
ィ
ッ
サ
比
丘
と
い
う
釈
尊
の

お
弟
子
が
、
自
ら
の
衣
が
立
派
に
な
っ
た
こ
と
に
執
着

し
て
苦
し
ん
で
い
く
こ
と
を
教
訓
に
し
た
教
え
で
す
。

む
か
し
、
舎し
ゃ

衛え
い

国こ
く
の
良
家
の
息
子
が
釈
尊
の
も
と
で

出
家
し
、
テ
ィ
ッ
サ
比
丘
と
な
り
ま
し
た
。

元
来
ま
じ
め
な
テ
ィ
ッ
サ
は
、
地
方
の
精
し
ょ
う

舎じ
ゃ
で
雨う

安あ
ん

居ご

に
励
み
、
修
了
式
の
後
、
ほ
こ
ろ
ん
だ
①

糞ふ
ん

掃ぞ
う

衣え

を

姉
に
仕
立
て
直
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

良
家
で
育
っ
た
姉
は
、
テ
ィ
ッ
サ
が
身
に
つ
け
て
い

た
太
い
糸
で
作
ら
れ
た
衣
を
見
て
、「
こ
の
衣
は
弟
に

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
考
え
、
ハ
サ
ミ
で
切
っ
て
細

か
く
し
、
臼う
す

で
搗つ

い
て
砕く
だ

い
て
、
柔
ら
か
く
繊
細
な
糸

に
し
て
、
新
し
い
衣
を
作
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
テ
ィ
ッ

サ
に
わ
た
し
ま
し
た
。

当
初
、
姉
の
仕
立
て
直
し
た
衣
に
戸
惑
っ
た
テ
ィ
ッ

サ
で
し
た
が
、
以
前
に
自
ら
が
着
て
い
た
衣
が
立
派
に

な
っ
た
の
を
見
て
、
翌
日
に
袖
通
し
を
し
よ
う
と
決
意

し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
悪
い
こ
と
に
そ
の
夜
の
食
事

が
消
化
さ
れ
ず
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

修
行
な
か
ま
は
、
突
然
亡
く
な
っ
た
テ
ィ
ッ
サ
を
哀

れ
に
思
い
、
丁
重
に
火
葬
を
し
て
、
遺
さ
れ
た
衣
は

な
か
ま
で
大
切
に
着
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
衣
に
シ
ラ
ミ
が
居
着
き
、
暴
れ
回
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
を
釈
尊
が
知
る
と
、
な
か
ま
た
ち
に
、
七

日
間
衣
を
放
置
す
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。
釈
尊
は
、

シ
ラ
ミ
は
テ
ィ
ッ
サ
の
生
ま
れ
か
わ
り
だ
と
知
り
、
シ

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
二
四
〇
偈
よ
り

釈
尊
が
弟
子
達
に
、
節
度
を
失
っ

た
も
の
の
苦
し
み
を
教
え
た
一
節

で
す
。
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《
味
お
う
て
、
味
お
う
て
》

堺
の
妙
好
人
・
吉
兵
衛
。
人
一
倍
聞
き

の
強
さ
で
有
名
で
し
た
。
聞
き
の
強
さ
は
、

人
に
対
し
て
も
仏
法
に
対
し
て
も
変
わ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

吉
兵
衛
の
晩
年
に
は
、

「
今
日
の
日
は
我
が
生
涯
に
い
っ
ぺ
ん
暮

ら
し
直
し
の
出
来
ん
大
切
な
日
や
で
。
味

お
う
て
、
勇
ん
で
今
日
の
日
を
送
っ
て
お

く
れ
や
」

と
言
っ
て
、
日
々
大
切
に
す
る
こ
と
を

勧
め
ま
し
た
。

ま
た
、
亡
く
な
る
こ
と
に
対
し
て
は
、

「
死
ぬ
と
い
う
こ
と
よ
う
あ
っ
た
よ
。
死

ぬ
こ
と
な
か
っ
た
ら
、
何
代
も
何
代
も
前

の
爺
様
や
婆
様
が
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
た
ら

仕
方
な
い
で
。
い
い
加
減
に
片
付
く
の
が

え
え
の
や
」

と
言
い
、
亡
く
な
る
二
日
前
に
見
舞
い

に
来
た
同
行
の
西
尾
藤
七
に
、

「
こ
れ
、
藤
七
さ
ん
、
ま
ま
の
喰
え
ん
こ

と
が
起
こ
っ
て
き
た
わ
や
。
さ
り
な
が
ら
、

達
者
な
時
に
味
お
う
と
て
よ
ば
れ
た
わ
や
。

こ
の
ま
ま
ほ
ん
が
り
口
あ
い
た
ら
、
そ
れ

で
よ
い
の
じ
ゃ
」

と
い
っ
て
、
仏
法
を
沢
山
味
わ
う
こ
と

の
で
き
た
こ
と
に
感
謝
し
ま
し
た
。

吉
兵
衛
は
、
明
治
十
三
年
六
月1

日
、

仏
恩
報
謝
の
生
涯
終
え
、
浄
土
往
生
を
遂

げ
ま
し
た
。
七
十
七
歳
で
し
た
。（
終
）

※
次
号
か
ら
は
、
じ
ゅ
ん
こ
か
ら
の
質

問
に
答
え
る
コ
ー
ナ
ー
「
じ
ゅ
ん
こ
の

真
宗
質
問
箱
」
を
新
設
し
ま
す
。

2022 年 8 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（27）

［第119回］

き
び
し
い
夏
の
暑
さ
が
続
い
て
い
ま

す
。
皆
様
、
お
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
か
。

気
が
つ
け
ば
、
今
年
も
半
分
が
過
ぎ
、

六
月
の
紫
陽
花
、
七
月
の
蓮
、
一
年
待

ち
に
待
っ
た
花
々
も
駆
け
足
で
咲
い
て

い
き
ま
し
た
。

い
つ
も
の
よ
う
に
目
の
前
の
美
し
い

花
々
に
心
と
き
め
か
せ
て
い
る
と
、
あ

る
方
か
ら
「
花
が
咲
き
終
わ
っ
た
後
に
、

感
謝
を
込
め
て
お
礼
肥
と
称
し
て
、
肥

料
を
そ
っ
と
根
元
に
置
い
て
あ
げ
る
と

い
い
よ
」、
と
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。

先
日
も
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で
古
く

か
ら
あ
る
京
タ
ケ
ノ
コ
の
農
家
の
方
が
、

タ
ケ
ノ
コ
を
収
穫
し
て
か
ら
で
き
る
何

千
と
あ
る
穴
に
、
秘
伝
の
肥
を
お
礼
肥

と
し
て
丁
寧
に
あ
げ
て
い
た
の
を
観
ま

し
た
。
収
穫
の
感
謝
と
大
地
へ
の
心
か

ら
お
礼
を
さ
れ
て
い
る
姿
に
、
思
わ
ず
、

「
参
り
ま
し
た
」
と
心
か
ら
尊
敬
し
頭
が

下
が
り
ま
し
た
。

先
人
の
方
々
は
、
お
礼
肥
と
い
う
形

で
心
か
ら
の
お
礼
を
表
さ
れ
て
、
ご
縁

を
頂
い
た
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
て
い

た
の
で
し
た
。

ラ
ミ
の
悪
意
が
も
と
で
な
か
ま
た
ち
に
苦
し

み
を
与
え
る
こ
と
を
憂
え
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
シ
ラ
ミ
が
亡
く
な
っ
て
シ
ラ
ミ
の
悪
意

が
無
く
な
る
の
を
待
た
せ
た
の
で
し
た
。

そ
の
と
き
釈
尊
は
、
弟
子
達
に
、

「
衆
生
の
執
着
は
実
に
重
い
も
の
で
す
。
執

着
は
こ
こ
ろ
に
生
じ
て
、
衆
生
を
地
獄
に
再

生
さ
せ
破
壊
に
至
ら
せ
る
も
の
で
す
」

と
教
え
た
そ
う
で
す
。

◇ 

正
し
い
と
思
い
込
む
危
険 

◇

今
回
の
テ
ー
マ
は
、
や
は
り
安
倍
元
首
相

が
山
上
容
疑
者
に
狙
撃
さ
れ
暗
殺
さ
れ
た

事
件
の
こ
と
を
念
頭
に
し
て
い
ま
す
。

安
部
元
首
相
が
、
②

統
一
教
会
と
の
関
係

が
あ
る
と
考
え
た
容
疑
者
が
、
統
一
教
会

に
よ
っ
て
家
族
を
破
壊
さ
れ
た
こ
と
を
怨
み
、

統
一
教
会
に
打
撃
を
与
え
る
た
め
に
行
っ
た

犯
行
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
家
庭
を
破
壊

し
て
も
教
団
へ
の
従
属
を
求
め
る
こ
と
。
仏

教
で
も
、
出
家
を
す
る
こ
と
で
、
家
族
や
執

着
を
離
れ
サ
ト
リ
を
成
就
す
る
向
き
が
あ

り
ま
す
が
、
家
族
を
破
壊
す
る
こ
と
は
決
し

て
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

う
し
た
危
険
な
教
団
の
特
徴
と
し
て
、

①
批
判
的
思
考
を
考
え
て
は
い
け
な
い
と
教

え
ら
れ
る
。

②
違
法
な
こ
と
も
教
祖
の
た
め
な
ら
良
い
と

す
る
。

③
教
団
組
織
は
善
、
そ
れ
以
外
は
悪
と
す
る
。

④
救
い
や
心
の
平
和
は
、
教
団
組
織
に
従
う

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
個
人
の
教
祖
や

教
団
へ
の
妄
信
的
従
属
が
、
結
果
と
し
て
周

り
へ
の
負
担
と
し
て
戻
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
分
自
身
が
正
し
い

と
思
い
、
そ
れ
に
執
着
し
他
人
に
押
し
つ
け

る
こ
と
は
、
鉄
か
ら
錆
が
生
じ
る
こ
と
に
等

し
い
と
釈
尊
は
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

①【
糞
掃
衣
】　

仏
教
で
は
本
来
、
出
家
僧
侶
は
財
産
に
な
る

よ
う
な
私
有
物
を
持
つ
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て

お
り
衣
服
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

価
値
や
使
い
道
が
無
く
な
り
捨
て
ら
れ
た
ぼ

ろ
布
、
死
体
置
き
場
に
お
か
れ
た
死
者
の
衣

服
、
汚
物
を
拭
う
（=

糞
掃
）
く
ら
い
し
か
用

の
無
く
な
っ
た
端
布
を
拾
い
集
め
綴
り
合
せ

て
身
を
覆
う
布
を
作
っ
た
。（WIKIPEDIA

よ
り
）

②
【
統一教
会
】

世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
は
、
朝
鮮
半
島
の

キ
リ
ス
ト
教
の
土
壌
か
ら
発
生
し
、
文
鮮
明

に
よ
っ
て
１
９
５
４
年
に
韓
国
で
創
設
さ
れ
た

新
興
宗
教
。
旧
名
称
は
世
界
基
督
教
統
一
神

霊
協
会
、
旧
略
称
は
統
一
教
会
、
統
一
協
会
。

開
祖
の
文
鮮
明
は
「
愛
天
、
愛
人
、
愛
国
」

の
教
え
を
説
き
、
日
本
の
初
代
会
長
の
久
保

木
修
己
は
「
美
し
い
国
、
日
本
の
使
命
」
の

教
え
を
説
い
た
。
な
お
、
日
本
は
エ
バ
国
家
で

「
サ
タ
ン
（
悪
魔
）
の
国
」
で
あ
る
た
め
、
贖

罪
と
し
て
「
金
の
な
る
木
」
の
役
割
を
担
い
、

ア
ダ
ム
国
家
で
あ
る
韓
国
と
国
内
外
の
統
一
教

会
に
全
て
を
捧
げ
る
べ
き
と
の
反
日
教
義
が

教
え
ら
れ
て
い
る
。（WIKIPEDIA

よ
り
）

《
第
二
十
八
回
　
　
宗
　
教
》

先
日
の
安
部
元
首
相
襲
撃
事
件

に
お
い
て
、
犯
行
動
機
が
と
あ
る
宗

教
団
体
に
対
す
る
恨
み
で
あ
っ
た
と

い
う
の
は
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
。

「
弱
み
に
付
け
込
む
の
は
宗
教
で
は

な
い
、
弱
さ
に
よ
り
そ
う
の
が
宗
教

だ
」
と
、
あ
る
先
生
が
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。
襲
撃
事
件
の
ニ
ュ
ー
ス
を

見
る
度
に
こ
の
言
葉
が
脳
裏
に
浮
か

び
ま
す
。

と
も
す
る
と
、
弱
み
に
付
け
込
む

側
に
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
す
。
私
自
身
、
都
合
よ
く

仏
教
を
利
用
し
て
は
い
な
い
か
と
事

件
は
自
身
に
問
い
か
け
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ま
し
た
。

お

礼れ
い

肥ご
え



◆
寺
カ
フ
ェ
に
人
出 

＝ 

5
月
か
ら
始
ま
っ

た
寺
カ
フ
ェ
に
、
７
月
１
日
、
五
十
名
ほ
ど

の
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
。
当
日
は
、
梅
雨
の
合

間
の
酷
暑
で
出
足
を
心
配
し
た
が
、
多
く

の
人
が
き
て
く
れ
て
良
か
っ
た
と
、
ス
タ
ッ

フ
か
ら
の
ひ
と
言
。

◆
上
半
期
教
化
委
員
会
開
催 

＝ 

さ
る
7

月
20
日
、
順
慶
寺
本
堂
に
て
上
半
期
教
化

委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。
委
員
会
で
は
、

上
半
期
で
新
た
に
創
設
さ
れ
た
、
寺
カ

フ
ェ
、
こ
ど
も
か
い
な
ど
の
現
況
報
告
と
問

題
点
を
出
席
者
で
審
議
し
た
。

◆
宗
祖
御
誕
生
八
五
〇
年
慶
讃
法
要
御
懇

志
を
納
入 

＝ 

さ
る
６
月
15
日
、
護
寺
会

員
の
中
で
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
慶

讃
法
要
の
御
懇
志
を
、
順
慶
寺
と
し
て
ま

と
め
て
岡
崎
教
務
所
を
通
じ
て
本
山
へ
納

入
を
完
了
し
た
。
な
お
、
以
降
も
御
懇
志

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
順
慶
寺
を
通
じ
て

随
時
申
込
可
能
。

◆
電
話
設
備
一
新 

＝ 

順
慶
寺
は
、
７
月

中
旬
よ
り
公
式
電
話
回
線
（0566-21-1934

）

の
設
備
を
回
線
不
良
の
た
め
一
新
し
た
。
新

し
く
導
入
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
は
、
コ
ー
ル

６
月
に
入
っ
て
、
電
話
の
調
子
が
悪
く
な

り
、
慌
て
て
新
し
い
設
備
を
導
入
し
ま
し

た
。
新
し
い
シ
ス
テ
ム
は
、
携
帯
や
パ
ソ
コ

ン
で
も
公
式
電
話
番
号
で
発
信
で
き
る
も

の
で
す
が
、
設
備
を
導
入
す
る
た
め
に
大

変
苦
労
し
ま
し
た
。
最
近
ま
で
は
、
新
し

い
設
備
を
導
入
す
る
と
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
上
が
っ
て
い
た
の
で
す
が･･･

。
こ
う
い
っ

た
こ
と
は
そ
ろ
そ
ろ
若
院
の
出
番
に
な
っ
た

な
と
実
感
し
て
い
ま
す
。（
住
）

･･･････････････････････････

そ
ろ
そ
ろ
８
月
に
入
り
、
夏
真
っ
盛
り

で
す
。
直
射
日
光
に
熱
さ
れ
た
車
に
乗
る

た
び
に
げ
ん
な
り
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
や

は
り
年
々
暑
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
気
候
の
せ
い
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

エ
ア
コ
ン
の
効
い
た
部
屋
ば
か
り
に
い
る
せ

い
で
余
計
に
暑
さ
耐
性
が
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。（
若
）

【3】　　　　2022 年 7月 28 日発行

常
然
院
釋
正
士

7
月
11
日
寂 

関
戸
正
治（
84
）

市
場
上
組 

関
戸
啓
吾
様
の
父

７
月
度
護
寺
会
物
故
者

さ
る
7
月
15
日
、
順
慶
寺
本
堂
に
て
、
定

例
責
役
総
代
会
が
開
催
さ
れ
、
事
務
局
に
よ

る
提
案
事
項
を
、
書
記
（
酒
井
喜
行
氏
）
に

よ
る
司
会
で
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
主
な
議
事
は
、

①
令
和
四
年
度
上
半
期
護
寺
会
事
業
報
告

及
び
会
計
報
告

②
令
和
三
年
度
宗
教
法
人
会
計
報
告

③
令
和
四
年
度
下
半
期
護
寺
会
事
業
計
画

④
本
山
の
お
取
り
持
ち
の
仕
方
に
つ
い
て

す
べ
て
の
議
事
は
、
事
務
局
提
案
通
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。
審
議
内
容
は
以
下
の
通
り
。

ま
ず
、
上
半
期
護
寺
会
事
業
報
告
及
び

会
計
報
告
で
は
、
護
寺
会
会
計
（
神
谷
昭
好

氏
）
よ
り
報
告
が
あ
り
、
当
初
の
予
算
案
通

り
に
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。

続
く
宗
教
法
人
会
計
は
、
住
職
に
よ
り
執

行
さ
れ
て
い
る
会
計
の
こ
と
で
、
住
職
よ
り

会
計
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
住

職
以
下
法
務
員
の
給
料
、
多
額
出
費
（
十
万

円
以
上
）
項
目
の
報
告
が
な
さ
れ
、
収
支
の

詳
細
は
役
員
の
要
望
に
よ
り
閲
覧
可
能
で
あ

る
こ
と
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
護
寺
会
長
（
岡
川
経
康
氏
）
よ
り

下
半
期
の
護
寺
会
事
業
計
画
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。
下
半
期
計
画
は
、
年
初
の
年
間
計

画
に
よ
り
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
内
容

の
確
認
と
な
り
ま
し
た
。

本
山
の
お
取
り
持
ち
に
つ
い
て

本
山
に
お
い
て
は
、
来
年
3
月
よ
り
宗
祖

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
慶
讃
法
要
が
厳

修
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
日
ま

で
に
御
懇
志
の
あ
っ
た
方
々
の
人
数
、
金
額

な
ど
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
地
域
で
護
ら
れ
た
き
た

同
行
制
度
が
存
続
の
危
機
に
あ
り
、
様
々
な

変
更
点
が
示
さ
れ
、
了
承
さ
れ
ま
し
た
。
内

容
は
以
下
の
三
点
で
す
。

・
同
朋
新
聞
の
受
取
は
順
慶
寺
本
堂
と
す
る

・
同
朋
会
員
志
五
万
円
を
護
寺
会
か
ら
出
金

・
相
続
講
金
は
院
号
収
骨
に
限
定
す
る

順
慶
寺
関
連
施
設
利
用
に
つ
い
て

最
後
に
、
順
慶
寺
関
連
施
設
の
利
用
規
則

案
が
示
さ
れ
、了
承
さ
れ
ま
し
た
。８
月
以
降
、

護
寺
会
員
以
外
の
人
が
施
設
を
利
用
す
る
場

合
、
規
約
に
則
り
、
護
寺
会
渉
外
担
当
に
必

要
事
項
を
記
入
し
書
類
（
左
図
参
照
）
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
今
回
決

定
し
た
規
約
の
一
般
へ
の
公
開
は
し
な
い
予

定
で
す
。

セ
ン
タ
ー
で
利
用
す
る
Ｐ
Ｂ
Ｘ
（Private 

Branch Exchange

の
略
、
電
話
交
換
機

の
意
味
）
と
い
う
設
備
。
こ
れ
に
よ
り
滞

り
の
な
い
法
務
遂
行
が
期
待
さ
れ
る
。

認証番号　

氏名

住所

電話番号 電話２

認証覧

認証番号 許可日

護寺会会長
印

渉外担当
印

（　　　　）　　　-　　　　

利用期日※

申込者住所※

（　　　　）　　　-　　　　（　　　　）　　　-　　　　

　　年　　　　月　　　日

備考覧

電話番号※ ＦＡＸ

携帯電話 予備電話

（　　　　）　　　-　　　　 （　　　　）　　　-　　　　

（　　　　）　　　-　　　　

利用代表者

（申込者と異なる場合に
記入してください）

利用事由※

申込は、当申込書と所定の費用が納められた時点で有効となります。

施設利用申込書

申込者氏名※

　　（〒　　　　-　　　　　）　　　　　　　　　　県　　　　　　　

　　　　　　年（西暦　　　　　年）　　　　月　　　　　日　　

ふりがな

※印はすべて記入のこと

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

上
半
期
責
役
総
代
会
開
催

１
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

本
山
の
お
取
り
持
ち
な
ど
重
要
事
項
を
審
議



日 曜 行　事　内　容 掃除当番

1 月  順慶寺こどもかい（9：00、順慶寺本堂）
 寺カフェ（9：00～12：00、順慶寺本堂南落間にて）

2 火
3 水
4 木  おみがきと大掃除（8：00、順慶寺） 木 -1
5 金
6 土  盆会・宝物虫干し（13：00、順慶寺本堂）
7 日
8 月
9 火

10 水
11 木 　 宝物展示（順慶寺玄関にて） 木 -2
12 金
13 土
14 日 　　  盆期間特別照明・本堂空調
15 月  

16 火  
17 水
18 木  真宗講座（19：00、順慶寺本堂） 木 -3
19 金
20 土
21 日
22 月
23 火
24 水  地蔵盆
25 木 木 -4
26 金
27 土
28 日  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 月  祠堂法要事前連絡会（19：00、順慶寺本堂）
30 火
31 水
9/1 木 木 -1

●
こ
ど
も
か
い
＆
寺
カ
フ
ェ・
コ
ラ
ボ

８
月
１
日
、
順
慶
寺
こ
ど
も
か
い
と

寺
カ
フ
ェ
が
初
め
て
コ
ラ
ボ
し
ま
す
。

毎
月
、
第
三
土
曜
に
開
催
さ
れ
て

い
る
順
慶
寺
こ
ど
も
か
い
が
、
夏

休
み
期
間
に
あ
わ
せ
て
、
寺
カ
フ
ェ

と
同
時
開
催
し
ま
す
（
チ
ラ
シ
は

３
頁
）。
皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

●
盆
期
間
特
別
照
明
に
つ
い
て

本
年
も
お
盆
期
間
に
、
本
堂
、
境
内
、

墓
地
の
夜
間
照
明
を
い
た
し
ま
す
。

照
明
時
間
は
、
午
後
六
時
か
ら
午

後
十
時
ま
で
。
な
お
、
荒
天
時
は
、

本
堂
の
み
の
照
明
と
な
り
ま
す
。

●
盆
期
間
の
本
堂
の
空
調
に
つ
い
て

盆
期
間
、
本
堂
開
扉
時
（
午
前
７

時
か
ら
午
後
６
時
）
は
、
空
調
を
か

け
て
お
き
ま
す
。
お
墓
参
り
等
で
熱

中
症
に
な
ら
な
い
よ
う
、
本
堂
に
お

参
り
し
つ
つ
お
休
み
く
だ
さ
い
。

※
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
、
本
堂
で

の
冷
茶
等
の
接
待
は
中
止
と
さ
せ

て
頂
き
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

８月の主な行事予定
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おしらせ
と
う
ろ
う

み
な
さ
ん
、
７
月
は
戻
り
梅
雨
の
よ
う

な
気
候
で
大
変
で
し
た
ね
。
で
も
、
水
不
足

は
解
消
さ
れ
た
よ
う
な
の
で
、
少
し
安
心
で

す
。と

こ
ろ
で
、
お
盆
の
時
に
使
う
灯
籠
は
ご

存
知
で
す
か
。
お
寺
で
は
毎
年
本
堂
の
お
内

陣
に
き
り
こ
灯
籠
を
出
し
て
、
天
井
か
ら
吊

り
下
げ
て
い
ま
す
。
本
堂
に
出
す
の
は
い
つ

も
大
変
で
、
大
き
な
梯
子
を
か
け
て
、
家
族

総
出
で
吊
り
下
げ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

そ
う
言
え
ば
、
灯
籠
は
屋
外
に
も
あ
り
ま

す
ね
。
お
寺
や
神
社
の
場
合
は
、
参
道
の
真

ん
中
に
一
つ
だ
け
あ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
そ

う
で
す
が
、
今
で
は
、
沢
山
の
灯
籠
が
あ
っ

て
、
風
が
吹
い
て
も
火
が
消
え
な
い
よ
う
に

8
月
行
事
内
容 

詳
細

ガ
ラ
ス
な
ん
か
の
風
よ
け
が
あ
る
も
の
を
見

か
け
ま
す
。
私
が
い
る
京
都
の
伏
見
稲
荷
さ

ん
は
、
夜
に
灯
籠
の
明
か
り
が
灯
る
と
幻
想

的
な
雰
囲
気
に
な
り
ま
す
よ
。

幾
千
の

幾
千
の

墓
燈
籠
の
消
え
し
闇

墓
燈
籠
の
消
え
し
闇

安
原
葉

安
原
葉

盆
会
・
お
虫
干
し
法
要

8
月
6
日（
土
）

	

午
後
1
時
～	

順
慶
寺
本
堂
他

	

法
　
　
話	

三
浦
真
教
氏

本
年
も
お
盆
を
前
に
、
本
堂
に
て
盆
会
・

お
虫
干
し
法
要
を
開
催
し
ま
す
。

本
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
拡
大
中
の
た
め
、
一
般
の
参
詣
者
に

は
案
内
を
出
さ
ず
、
本
堂
に
須
弥
壇
納

骨
さ
れ
た
お
宅
の
み
の
案
内
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

な
お
、
本
堂
の
定
員
は
35
名
ま
で
と
し
、

リ
モ
ー
ト
席
を
庫
裏
に
設
け
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
庫
裏
の
皆
様
も
本
堂
へ
の
焼

香
は
で
き
る
よ
う
準
備
い
た
し
ま
す
。

※
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
、
マ
ス
ク
着

用
、
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
の
徹
底
、
換

気
の
励
行
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

宝
物
展
示
期
間

8
月
6
日（
土
）
～
8
月
15
日（
月
）

8
月
6
日
の
盆
会
の
当
日
、
順
慶
寺
玄

関
で
は
、
宝
物
の
お
虫
干
し
を
実
施
し
、

そ
の
後
、
盆
期
間
の
終
了
時
ま
で
、
宝

物
を
玄
関
に
展
示
さ
せ
て
い
だ
き
ま
す
。

本
堂
開
扉
時
（
午
前
７
時
か
ら
午
後
６

時
）
に
は
、
玄
関
を
開
放
し
ま
す
の
で
、

自
由
に
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

【
お
願
い
】
お
墓
の
お
供
え
も
の
は
、
お

参
り
後
で
き
る
だ
け
持
ち
帰
っ
て
下
さ
い
。


