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◆◇ タケノコ掘り大会 ◇◆
順慶寺では、 毎年４月に責役の相木国男氏の竹林を貸して頂いて、 総代ＯＢ会主催でタケノコ掘り大会を

実施している。 今年は、 春先の低温の影響もあって、 タケノコの成長が悪かったようだが、 それでも軽トラ

一杯のタケノコを収穫。 タケノコ掘り大会に参加した六十名以上の皆さんは、 みな大喜びだった。

◇ 

下
品
な
こ
と
に
同
調
す
る
見
苦
し
さ 

◇

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

「
下
劣
な
手
段
に
な
じ
ま
ず

怠
り
な
ま
け
ず

よ
こ
し
ま
な
見
解
を
抱
か
ず

世
俗
の
こ
と
に
執
着
す
る
な
」（
第
一
六
七
偈
）

か
ら
の
出
典
で
す
。

昨
今
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
、
ア
メ
リ

カ
フ
ァ
ー
ス
ト
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
自
国
が
不
利
益
を
被
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
国
に
対
し
て
、
相
当
分
の
関
税
を

課
す
と
い
う
方
針
を
示
し
て
、
国
際
社
会
で
大
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
日
本
政
府
は
、
先
頭
を

切
っ
て
赤
沢
経
済
再
生
担
当
大
臣
を
頭
に
交
渉
団
を
ア

メ
リ
カ
に
送
り
ま
し
た
。
そ
の
交
渉
中
に
、
赤
沢
大
臣

が
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
か
ら
渡
さ
れ
た
、
赤
い
帽
子
を

被
っ
た
こ
と
が
物
議
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

そ
の
是
非
は
と
も
か
く
、
赤
沢
大
臣
が
、
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
を
怒
ら
せ
ず
、
そ
の
場
を
穏
や
か
に
納
め
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
大
き
な
成
果
で
し
た
。

さ
て
、
今
月
の
と
こ
ろ
は
、
そ
の
よ
う
に
、
場
を
納

め
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
さ
せ
る
内
容
で
す
。

昔
、
大
富
豪
で
あ
り
な
が
ら
、
釈
尊
の
教
え
を
大
切

に
し
、
在
家
女
性
信
者
と
し
て
最
も
釈
尊
の
信
頼
が
篤

か
っ
た
、
①

ヴ
ィ
サ
ー
カ
ー
と
い
う
人
が
あ
り
ま
し
た
。

ヴ
ィ
サ
ー
カ
ー
は
、
釈
尊
が
祇ぎ

園お
ん

精
し
ょ
う

舎じ
ゃ
に
滞
在
さ
れ

た
と
き
、
進
ん
で
五
百
人
の
比
丘
た
ち
の
粥か
ゆ

を
準
備
し

た
と
い
い
ま
す
。
あ
る
と
き
、ヴ
ィ
サ
ー
カ
ー
の
孫
娘
が
、

粥
の
世
話
を
代
行
し
て
い
る
と
、あ
る
若
い
比び

丘く

が
や
っ

て
き
て
、
孫
娘
か
ら
器
に
食
後
の
水
を
わ
け
て
も
ら
い

ま
し
た
。
水
に
、
若
い
比
丘
が
顔
が
映
っ
て
い
る
の
を

面
白
が
っ
て
い
る
と
、
孫
娘
が
、

「
切
れ
た
頭
が
笑
っ
て
い
る
」

と
茶
化
す
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。
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多
く
の
方
々
の
ご
協
力
を
得
て
、
今

年
も
無
事
に
春
の
大
法
要
「
蓮
師
会
」

を
無
事
に
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
毎
年
の
こ
と
と
は
い
え
、
様
々
な

手
落
ち
や
気
付
か
な
い
点
が
あ
り
ま
し

た
こ
と
申
し
訳
な
く
思
い
、
反
省
し
き

り
で
す
。

蓮
師
会
を
お
勤
め
す
る
４
月
は
、
雨

後
の
草
取
り
と
春
落
ち
葉
の
こ
と
で
、

い
つ
も
時
間
を
と
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

境
内
に
は
ク
ス
ノ
キ
と
シ
イ
の
木
が
二

本
あ
る
の
で
す
が
、
両
サ
イ
ド
か
ら
吹

い
て
く
る
の
で
大
慌
て
で
す
。
大
量
の

落
ち
葉
掃
き
を
優
先
し
て
い
る
と
、
そ

の
う
ち
に
草
が
び
っ
し
り
。
と
く
に
春

と
い
う
季
節
は
、
た
び
た
び
大
風
が
吹

く
の
で
、
秋
の
落
ち
葉
よ
り
始
末
が
悪

い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。

境
内
を
掃
き
清
め
て
心
も
清
ら
か
に

と
言
い
聞
か
せ
て
つ
つ
、
つ
い
つ
い
こ

の
春
落
ち
葉
の
愚
痴
が
出
て
し
ま
い
ま

す
。蓮

師
会
に
向
け
て
、
大
掃
除
に
参
加

し
て
頂
い
た
皆
さ
ん
、
日
頃
か
ら
お
世

話
に
な
っ
て
い
る
掃
除
当
番
の
皆
さ
ん

に
、
私
自
身
の
愚
痴
の
心
を
浄
め
て
い

た
だ
い
て
い
る
思
い
で
す
。
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

す
る
と
、
そ
の
言
葉
に
若
い
比
丘
の
堪
忍

袋
が
き
れ
て
、
孫
娘
を
大
声
で
罵
る
と
、
孫

娘
は
泣
き
出
し
、
粥
の
時
間
は
修
羅
場
と
化

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た

釈
尊
は
、
ま
ず
、
ヴ
ィ
サ
ー
カ
ー
に
孫
娘
の

言
葉
が
ま
ず
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
ま
し
た
。

師
匠
が
理
解
を
示
し
て
く
れ
た
と
思
っ
た

若
い
比
丘
は
、
得
意
げ
に
な
り
落
ち
着
き
ま

し
た
が
、
続
い
て
釈
尊
は
、

「
欲
望
の
対
象
に
対
し
て
笑
う
こ
と
は
下
品

な
こ
と
で
す
。
下
品
な
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ

る
こ
と
は
さ
ら
に
良
く
な
い
こ
と
で
す
」

と
若
い
比
丘
を
戒
め
た
と
い
い
ま
す
。

◇ 

見
下
す
自
分
を
戒
め
る
教
え 

◇

道ど
う

元げ
ん

禅ぜ
ん

師じ

に
二
十
年
あ
ま
り
随
侍
し
た
、

②

孤こ

雲う
ん

懐え

奘じ
ょ
うが

残
し
た
、『
正
し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

随ず
い

聞も
ん

記き

』
に
は
、
仏
教
を
学
ぶ
人
に
対
し
て
、
智

慧
や
教
え
を
知
る
あ
ま
り
、
お
ご
り
た
か
ぶ

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、

「
古
人
は
「
智
者
の
前
で
敗
け
る
の
は
い
い

が
、
愚
か
な
人
の
見
る
前
で
勝
っ
て
は
い
け

な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
自
分
が
よ
く
知
っ

て
い
る
こ
と
を
、
人
が
間
違
っ
て
理
解
し
て

い
て
も
、
そ
の
間
違
い
を
言
い
立
て
る
の
は

自
分
の
間
違
い
と
な
る
」（『
随
聞
記
』
五
）

と
、
書
き
残
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
自
分
の
考
え
に
頑
な
に
固
執
す
る
か
ら
、

間
違
い
が
お
こ
る
と
教
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
法
然
上
人
の
遺
言
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
、『
一
枚
起
請
文
』
で
は
、

「
智
者
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず
し
て
、
た
だ
一

向
に
念
仏
す
べ
し
」

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
知
識
を
中
心
に
生

活
す
る
と
、
つ
い
自
分
中
心
の
考
え
に
陥
り
、

都
合
の
悪
い
こ
と
を
許
せ
な
く
な
る
。
だ
か

ら
、
お
念
仏
し
て
仏
さ
ま
に
照
ら
さ
れ
る
生

活
を
送
り
な
さ
い
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
下
品
な
こ
と
を
見
下

す
自
分
を
戒
め
る
の
が
、
真
の
仏
教
で
す
。

①【
ヴィサ
ー
カ
ー
】　

釈
尊
の
時
代
の
優
婆
夷
（
在
家
の
女
性
信
者
）

ひ
と
り
。
コ
ー
サ
ラ
国
の
ミ
ガ
ー
ラ
（
鹿
子
と

い
う
意
味
）
と
い
う
大
富
豪
の
妻
で
、
釈
尊

と
そ
の
弟
子
た
ち
の
た
め
に
安
居
の
で
き
る

精
舎
を
造
っ
た
。
ヴ
ィ
サ
ー
カ
ー
は
、
慈
悲
深

い
人
で
、
夫
で
あ
る
ミ
ガ
ー
ラ
か
ら
も
母
の
よ

う
な
人
だ
と
敬
わ
れ
た
た
め
、
ヴ
ィ
サ
ー
カ
ー

が
建
立
さ
せ
た
精
舎
を
鹿
子
母
講
堂
と
呼
ぶ
。

②【
孤
雲
懐
奘
】

１
１
９
８
～
１
２
８
０　

鎌
倉
時
代
の
僧
。

は
じ
め
、
日
本
達
磨
宗
の
仏
地
覚
晏
に
ま

な
び
、
そ
の
助
言
で
二
歳
年
下
で
あ
っ
た

道
元
禅
師
に
師
事
し
、
そ
の
法
を
う
け
つ

い
だ
。
越
前(

福
井
県)

永
平
寺
の
創
建

に
助
力
し
、
の
ち
曹
洞
宗
第
二
世
と
な
る
。

道
元
禅
師
の
主
著
で
る
「
正
法
眼
蔵
」
の

編
述
に
協
力
。
師
の
教
え
を
筆
録
、
門
下

が「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」と
し
て
ま
と
め
た
。

弘
安
３
年
8
月
24
日
死
去
。
83
歳
。
京
都

出
身
。
俗
姓
は
九
条
。
諡
号
は
道
光
普
照

国
師
。

《
第
六
十
一
回
　
タ
イ 

》

先
日
、
タ
イ
を
訪
れ
る
機
会
が

あ
り
ま
し
た
。

ご
存
知
の
と
お
り
、
タ
イ
は
仏

教
国
で
あ
り
、
多
く
の
寺
院
や
文

化
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

中
で
も
特
に
印
象
的
だ
っ
た
の

は
、
同
行
し
て
く
だ
さ
っ
た
ガ
イ

ド
の
方
と
運
転
手
の
方
が
、
ほ
ほ

え
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
合
掌
し
、

タ
イ
の
挨
拶
を
し
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
で
す
。

タ
イ
の
人
々
の
寛
大
さ
に
触
れ
、

私
も
見
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

そ
う
で
す
ね
、
今
年
の
順
慶
寺
の

バ
ス
旅
行
は
、
大
阪
万
博
の
都
合

で
、
６
月
に
バ
ス
の
空
き
が
な
く
、
10
月
に

実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
楽
し
み
に

さ
れ
て
い
た
皆
様
に
は
申
し
訳
な
く
思
っ
て

い
ま
す
。

順
慶
寺
で
バ
ス
旅
行
が
始
ま
っ
た
の
は
、

昭
和
六
十
年
ご
ろ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
当

時
、
ま
だ
バ
ス
旅
行
を
す
る
こ
と
は
珍
し

く
、
そ
の
こ
ろ
例
会
と
し
て
結
成
さ
れ
た
む

つ
み
会
（
中
年
婦
人
の
会
）
が
、
バ
ス
一
台

を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
、
三
河
三
ヶ
寺
を
旅
し

た
の
が
始
ま
り
で
す
。
バ
ス
旅
行
が
で
き
る

と
い
う
評
判
を
聞
き
、
む
つ
み
会
に
入
会
し

た
い
と
い
う
希
望
者
が
殺
到
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
む
つ
み
会
だ
け
で
な
く
、
一
般

で
も
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と

の
要
望
が
出
て
、
バ
ス
一
台
か
ら
二
台
、
三

台
へ
の
募
集
人
員
を
増
や
し
て
い
き
ま
し
た
。

私
が
記
憶
す
る
最
大
の
参
加
者
だ
っ
た
会
は
、

京
都
御
所
を
コ
ー
ス
に
入
れ
た
と
き
で
す
。

そ
の
と
き
は
、
希
望
者
が
殺
到
し
て
、
何
と

バ
ス
五
台
の
参
加
者
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
十
八
年
に
順
慶
寺
護
寺
会
が
発

足
し
て
か
ら
は
、
護
寺
会
で
バ
ス
旅
行
を

企
画
す
る
こ
と
に
な
り
、
バ
ス
二
台
の
参

加
者
で
京
都
や
奈
良
の
古
寺
を
巡
拝
す
る

形
が
定
着
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
コ
ロ
ナ

禍
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、
中
止
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
令
和
５
年
に
よ
う
や
く
再
開
さ
れ
、

今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

今年の順慶寺のバス旅行今年の順慶寺のバス旅行
は、１０月に延期になったは、１０月に延期になった

と聞きましたがどうしてですか。と聞きましたがどうしてですか。

春
落
ち
葉

コーナーコーナー



先
日
あ
る
整
形
外
科
に
行
っ
た
ら
、
あ
る

お
年
寄
り
が
体
の
不
調
を
先
生
に
訴
え
て

い
る
場
面
に
遭
遇
し
ま
し
た
。
お
年
寄
り
曰

く
、「
何
の
因
縁
で
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
」
と
。
す
か
さ
ず
先
生
は
、「
あ
ん
た
、
こ

こ
に
来
れ
た
だ
け
幸
せ
だ
よ
」と
。
そ
の
と
き
、

折
角
、
お
年
寄
り
は
懺
悔
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
せ
め
て
手
を
合
わ
せ
る
機
会
に
な
っ
た

ら
良
か
っ
た
と
感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

桜
も
す
っ
か
り
葉
桜
に
変
わ
り
、
汗
ば
む

日
が
続
き
、
早
く
も
夏
の
後
ろ
姿
が
見
え
て

き
た
よ
う
で
す
。
今
年
も
猛
暑
に
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。（
若
）
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4
月
度
護
寺
会
物
故
者
（
敬
称
略
）

4
月
19
日
、
20
日
の
両
日
、
順
慶
寺
護
寺
会
主
催
で
、
蓮
如
上
人
の
お
徳
を
偲
ぶ
蓮
師

会
と
順
慶
寺
護
寺
会
総
会
が
順
慶
寺
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た

去
年
ま
で
、
蓮
如
上
人
の
御
命
日
に
合

わ
せ
て
、
曜
日
に
関
係
な
く
厳
修
さ
れ
て

い
た
蓮
師
会
で
す
が
、
本
年
か
ら
は
で
き

る
だ
け
多
く
の
方
が
参
詣
で
き
る
よ
う
に

と
い
う
配
慮
か
ら
、
土
日
の
日
程
に
変
更

し
ま
し
た
。

当
日
、
初
夏
の
よ
う
な
温
か
い
快
晴
の

中
、
順
慶
寺
本
堂
に
は
連
日
大
勢
の
参
詣

者
が
参
詣
さ
れ
、
百
席
準
備
し
た
本
堂
の

イ
ス
席
が
ほ
ぼ
満
席
と
な
り
ま
し
た
。

日
程
は
、
午
前
午
後
の
お
勤
め
、
法
話

に
加
え
て
、
護
寺
会
総
会
が
催
さ
れ
、
総

会
で
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
大
型
ス
ク

リ
ー
ン
を
利
用
し
て
議
事
進
行
が
な
さ
れ

ま
し
た
。

ク
リ
ー
ン
会
の
お
み
が
き
大
掃
除
、
お

勝
手
会
の
お
斎
準
備
、
す
み
れ
会
の
お
茶

接
待
、
連
日
の
総
代
・
年
番
の
お
手
伝
い
、

参
詣
者
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
、
今
年
も
立

派
に
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

-----------------------------

【
特
別
寄
進
】

御
仏
供
米
二
斗
・
野
菜	

山
ノ
端
組･

鈴
木
市
成
様

野
菜
な
ど	

お
勝
手
会
の
皆
様

釋
征
寛

4
月
1
日
寂	

桑
鶴
征
治（
84
）

西
丘
組	

桑
鶴
克
治
様
の
父

寿
量
院
釋
尼
珠
泉

4
月
10
日
寂	

岡
本
た
ま
き（
98
）

市
場
下
組	

岡
本
英
文
様
の
母

◆
真
宗
講
座
再
開
＝ 

さ
る
4
月
16
日
、

令
和
７
年
度
最
初
の
真
宗
講
座
を
開
催
。

講
師
に
は
、
同
朋
大
学
講
師
・
松
山
大
氏

を
迎
え
、
正
信
偈
を
後
ろ
か
ら
読
む
と
い

う
テ
ー
マ
で
一
年
間
講
義
を
頂
く
予
定
。
初

回
は
、
40
名
の
参
加
を
得
た
。

◆
21
組
対
抗
ゴ
ル
フ
大
会
で
連
覇
＝ 

さ

る
4
月
21
日
、
21
組
寺
院
の
有
志
で
行
わ

れ
る
ゴ
ル
フ
大
会
が
豊
田
市
ロ
イ
ヤ
ル
Ｇ
Ｃ

で
行
わ
れ
た
。
順
慶
寺
か
ら
は
十
一
名
の
参

加
が
あ
り
、
抜
群
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
昨
年

に
続
い
て
チ
ー
ム
成
績
ト
ッ
プ
と
な
っ
た
。

◆
蓮
師
会
お
み
が
き
大
掃
除
に
35
名
＝ 

蓮
師
会
を
前
に
、
順
慶
寺
で
仏
具
の
お
み

が
き
と
大
掃
除
が
実
施
さ
れ
、
35
名
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
が
集
ま
っ
た
。

さ
る
４
月
12
日
、
タ
ケ
ノ
コ
掘

り
・
花
祭
り
の
当
日
に
、
順
慶
寺

本
堂
に
て
誕
生
児
初
参
り
式
を

実
施
し
ま
し
た
。

当
日
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
に
参
加
し

た
皆
さ
ん
と
、
お
子
さ
ん
の
誕
生

を
祝
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

本堂浜縁でのおみがき 本堂向拝の幕張り

朝の役員ミーティング 玄関でのお抹茶接待

護寺会総会

助音講の皆さんと勤行

庫裏でのお斎接待

瀧義範氏の法話

青木馨氏の法話

法要一時間前の刻太鼓

法要三十分前の梵鐘

蓮師会・総会写真集蓮師会・総会写真集

物故者追弔会

ｂｙ　岡本太(記録係)ｂｙ　岡本太(記録係)

御本尊様にお花をあげる誕生児

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

蓮
師
会
・
護
寺
会
総
会
開
催

連
日
満
堂
の
本
堂
で

誕
生
児
初
参
り
式
を
実
施

タ
ケ
ノ
コ
掘
り
と
花
祭
り
に
合
わ
せ
て



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

10 土
11 日
12 月  お楽しみ会（14：00～、順慶寺本堂）
13 火
14 水  助音講（16：00～、順慶寺玄関）
15 木  同朋ゼミ（14：00～、順慶寺玄関） 木 -3

16 金  真宗講座（16：00～、順慶寺本堂）
17 土  順慶寺こども会（9：00、順慶寺本堂）
18 日
19 月
20 火  ２１組同朋教室（13：30～、泉田町・西念寺）
21 水
22 木 木 -4
23 金
24 土
25 日
26 月
27 火
28 水  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 木
30 金
31 土

●
護
寺
会
費
の
お
集
め
に
つ
い
て

４
月
の
護
寺
会
総
会
の
決
議
を
経

て
、
令
和
７
年
度
護
寺
会
事
業
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
つ
き
ま
し
て
、

会
員
の
皆
様
に
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ

イ
ー
ク
明
け
に
、
各
戸
に
護
寺
会

報
と
護
寺
会
費
等
の
納
入
の
ご
案

内
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
５
月

中
に
納
入
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
寺
報
郵
送
申
込
に
つ
い
て

令
和
７
年
度
の
寺
報
の
郵
送
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
す
で
に
申
込
期

限
（
４
月
20
日
）
は
過
ぎ
て
い
ま

す
が
、
４
月
末
日
ま
で
手
続
き
は

可
能
で
す
の
で
、
順
慶
寺
ま
で
直

接
申
込
く
だ
さ
い
。

●
お
楽
し
み
会
の
日
程
変
更
に
つ
い
て

５
月
の
お
楽
し
み
会
で
す
が
、
当

初
の
日
程
で
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ

イ
ー
ク
中
の
開
催
と
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
法
事
な
ど
の
日
程
で
参
加

で
き
な
い
方
が
多
数
あ
り
ま
し
た

の
で
、
5
月
12
日
（
月
）
午
後
２

時
か
ら
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

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

５月の主な行事予定
2025 年 5 月号　　　　【4】

おしらせ

新
　
茶

み
な
さ
ん
、
ツ
ツ
ジ
や
サ
ツ
キ
も
咲
き

出
し
て
い
よ
い
よ
初
夏
の
装
い
に
な
り
ま
し

た
。
今
年
も
、
去
年
の
よ
う
に
暑
く
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。

５
月
に
な
る
と
新
茶
の
季
節
で
す
ね
。
思

わ
ず
、
童
謡
「
茶
摘
み
」
の
中
の
、
八
十
八

夜
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
２
月
の
立
春
か
ら

数
え
て
八
十
八
日
目
が
５
月
の
は
じ
め
に
あ

た
り
、
こ
の
頃
に
な
る
と
霜
が
降
り
な
く
な

る
と
さ
れ
て
、
茶
摘
み
や
田
植
え
を
す
る

と
丁
度
い
い
と
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま

た
、八
十
八
が
「
米
」
と
い
う
字
に
な
る
か
ら
、

稲
作
の
縁
日
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

新
茶
は
、
春
の
豊
か
な
光
と
暖
か
さ
で
育

つ
茶
葉
に
、
テ
ア
ニ
ン
と
い
う
う
ま
み
成
分

が
豊
富
で
、
甘
味
が
強
く
渋
み
が
少
な
い
の

で
、
各
地
で
古
く
か
ら
広
く
愛
用
さ
れ
て
き

た
そ
う
で
す
。
た
だ
、
す
ぐ
に
夏
の
陽
射
し

に
変
わ
っ
て
く
る
の
で
、
三
十
五
日
間
し
か

収
穫
で
き
な
い
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
希
少

価
値
が
高
く
な
る
ん
で
す
ね
。

　　

二
滴
一
滴

二
滴
一
滴

そ
し
て
一
滴
新
茶
か
な

そ
し
て
一
滴
新
茶
か
な

鷹
羽
狩
行

鷹
羽
狩
行

5
月
行
事
内
容 

詳
細

二
十
一
組
同
朋
教
室

5
月
20
日（
火
）

	

午
後
1
時
30
分
～	

西
念
寺
（
泉
田
町
）

	

講
師
　
西
尾
市
随
厳
寺	

安
藤
誠
也
氏

	

講
題
　「
御
仏
事
」

岡
崎
教
区
二
十
一
組
に
よ
る
、
同
朋
教

室
が
４
月
と
５
月
の
二
回
に
亘
っ
て
開

催
さ
れ
ま
す
。
講
師
は
、
現
在
順
慶
寺

の
助
音
講
の
指
導
に
あ
た
っ
て
下
さ
っ

て
い
る
、
安
藤
誠
也
氏
（
西
尾
市
随
厳

寺
住
職
）
が
担
当
さ
れ
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
、「
御
仏
事
」-

私
た

ち
は
何
故
、
手
を
合
わ
せ
る
場
を
大
切

に
し
て
き
た
か
‐
と
い
う
も
の
。
昨
今
、

家
制
度
が
崩
れ
、
家
の
象
徴
と
し
て
厳

格
に
存
在
し
た
、
墓
や
仏
壇
な
ど
の
大

切
な
仏
事
施
設
を
、
墓
じ
ま
い
、
仏
壇

じ
ま
い
な
ど
と
い
う
形
で
失
い
つ
つ
あ

り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
人
間
と
し
て

最
も
大
切
な
こ
と
も
失
い
つ
つ
あ
る
と

い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。

今
回
、
安
藤
先
生
に
こ
の
点
の
お
話
を

充
分
に
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

参
加
費
一
千
円
。
申
込
は
順
慶
寺
ま
で
。

同
朋
教
室
に
関
連
し
て
、
毎
年
順
慶
寺
住

職
が
作
成
し
て
い
る
、
寺
院
を
と
り
ま
く
現

況
を
ま
と
め
た
順
慶
寺
教
化

白
書
令
和
６
年
度
版
を
閲
覧
で
き
ま

す
。
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
下
さ
い
。

おしらせおしらせ


