
閻
魔
さ
ま
の
番
人
た
ち
が

　
あ
な
た
の
お
越
し
を
待
っ
て
い
る

隣寺二ヶ寺を導師に迎えて老院の七日参り（６月２0 日順慶寺本堂にて、岡川経康氏撮影）

【1】　　　　2020 年 6月 28 日発行

◆◇ 相
あ い

焼
じょう

香
こ う

 ◇◆
寺族の葬儀や法事の導師は、 誰が執行するのか。 これを疑問に思う方も多いが、 基本的

に相焼香という制度があり、 相互に焼香をしあう寺が決めてある場合が多い。 順慶寺にお

いては、 同じ町内にある真宗寺院の三ヶ寺が相焼香となり、 相互に導師を勤める。

◇ 

閻
魔
さ
ま
は
お
見
通
し 

◇

今
月
の
釈
尊
の
言
葉
も
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』

（
二
三
五
）
か
ら
の
出
典
で
す
。

「
あ
な
た
は
い
ま
や
枯
葉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

閻え
ん

魔ま

王お
う
の
獄ご
く

卒そ
つ
が
あ
な
た
を
待
ち
構
え
て
い
る

死
出
の
門
出
に
立
ち
な
が
ら

旅
路
の
資か

糧て

も
な
い
」

今
月
の
言
葉
は
、
標
語
に
す
る
に
は
、
少
し
イ
ン

パ
ク
ト
が
強
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

閻
魔
王
は
、
ご
存
知
、
①

冥め
い

界か
い
の
王
と
し
て
死
者

の
生
前
の
罪
を
裁
く
王
。
冥
界
（
ま
た
は
冥
土
）
と

は
、
死
後
に
亡
者
が
趣
く
と
さ
れ
て
い
る
架
空
の
世

界
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
冥
界
が
架
空
と
は
い
い
な

が
ら
、
死
後
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
私
た
ち

に
と
っ
て
、
死
後
の
世
界
は
、
文
字
通
り
冥く
ら

く
、
光

の
な
い
、
闇
の
中
と
し
か
い
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

閻
魔
は
、も
と
も
と
、イ
ン
ド
で
「
ヤ
マ
」
と
呼
ば
れ
た
、

人
間
で
最
初
の
死
者
と
な
り
、
死
者
が
進
む
道
を
見
い

だ
し
た
も
の
の
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
初
、
閻

魔
王
の
支
配
す
る
冥
界
は
、
素
晴
ら
し
い
楽
園
で
、
長

生
き
を
し
た
人
が
、「
ヤ
マ
」
の
国
に
趣
き
、
祖
先
と
と

も
に
あ
る
の
は
幸
せ
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
閻
魔
王
は
、
死
者
の
霊

魂
を
縛
り
、
悪
行
を
な
し
た
も
の
を
裁
き
、
自
ら
の
住
す
み

処か

に
連
行
す
る
恐
る
べ
き
王
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

閻
魔
帳
を
も
っ
て
、
生
前
の
人
々
の
悪
行
を
裁
く

閻
魔
さ
ま
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
今
で
も
多
く
の
人
に
恐

れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

◇ 

そ
の
ま
ま
助
け
る
阿
弥
陀
様 

◇

冥
い
世
界
の
苦
し
み
。
実
は
、
老
院
が
亡
く
な
る

前
の
状
況
そ
の
も
の
で
し
た
。
毎
日
、「
痛
い
、
息

苦
し
い
」
と
繰
り
返
し
、
そ
の
合
間
に
襲
っ
て
く
る

今
月
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
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《
吉
兵
衛
の
つ
ま
づ
き
》

堺
の
妙
好
人
・
物
種
吉
兵
衛
。
吉
兵
衛

の
家
は
、「
く
す
り
」
さ
ん
と
い
う
屋
号

を
も
つ
裕
福
な
農
家
で
、
利
兵
衛
と
い
う

父
親
の
一
人
息
子
と
し
て
、
少
し
わ
が
ま

ま
に
育
ち
ま
し
た
。

吉
兵
衛
が
二
十
三
、四
歳
の
こ
ろ
、
吉

兵
衛
は
、
近
く
の
富
木
と
い
う
村
の
、
お

八
重
と
い
う
一
人
娘
と
恋
愛
関
係
と
な
り
、

子
供
を
身
籠
も
り
ま
し
た
。
当
時
、
農
家

の
一
人
息
子
と
一
人
娘
と
の
結
婚
は
、
ど

ち
ら
か
の
家
に
大
き
な
負
担
が
か
か
り
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
多

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
吉
兵
衛
と
お
八
重

も
、
互
い
の
親
や
親
族
か
ら
激
し
い
反
発

を
受
け
、
ふ
た
り
の
間
は
引
き
裂
か
れ
、

つ
い
に
は
別
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

そ
の
後
、
お
八
重
の
も
と
で
子
供
は
無

事
出
産
し
、
す
く
す
く
と
育
っ
た
そ
う
で

す
が
、
吉
兵
衛
の
お
八
重
と
子
供
に
対
す

る
罪
の
意
識
は
、
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い

き
ま
す
。
吉
兵
衛
が
、
仏
法
に
目
覚
め
、

仏
法
聴
聞
を
始
め
た
の
は
、
二
十
五
歳
ご

ろ
か
ら
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、
彼
自
身

の
や
り
場
の
な
い
心
の
置
き
所
を
、
仏
法

に
求
め
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

吉
兵
衛
は
、
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、

実
家
の
あ
る
浜
尾
村
が
村
全
体
で
信
仰
し

て
い
た
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
熱
心
に
聴

聞
し
、
生
涯
仏
法
を
求
め
続
け
、
感
謝
の

念
仏
に
生
き
る
人
生
を
送
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

2020 年 7 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
も の

種
だ ね

 吉
き ち

兵
べ

衛
え

（３）

［第95回］

学
び
の
場

よ
う
や
く
学
校
再
開
。
で

も
毎
朝
眠
い
よ
。

佳
帆
子

長
男
は
、
こ
の
春
、
コ
ロ
ナ
禍
の

中
、
何
と
か
大
学
を
卒
業
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
四
月
か
ら
は
、
名
古
屋
の

同
朋
大
学
で
仏
教
を
学
ん
で
い
ま
す
。

何
し
ろ
、
高
校
か
ら
ず
っ
と
理
系

で
、
文
系
科
目
は
大
の
苦
手
と
い
う

彼
で
す
の
で
、
初
め
て
の
仏
教
の
勉

強
に
大
変
苦
戦
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

今
ま
で
、
お
勤
め
や
作
法
の
稽
古

は
、
老
院
か
ら
つ
け
て
も
ら
う
こ
と

に
し
て
い
た
の
で
、

「
こ
ん
な
と
き
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が

い
た
ら
、
き
っ
と
喜
ん
で
手
ほ
ど
き

を
し
て
く
れ
た
だ
ろ
う
に･･･

」

と
考
え
、
長
男
が
卒
業
し
て
寺
に

帰
っ
て
く
る
の
を
心
待
ち
に
し
て
い

た
、
老
院
の
姿
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

決
し
て
思
い
通
り
に
行
か
な
か
っ

た
老
院
の
最
期
の
日
々
で
し
た
が
、

呑
気
な
長
男
が
進
ん
で
介
護
を
手

伝
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
老
院
が
身

を
も
っ
て
学
び
の
場
を
与
え
た
お
か

げ
だ
っ
た
と
感
謝
す
る
日
々
で
す
。

譫せ
ん

妄も
う
が
作
り
上
げ
る
、
目
の
つ
り
上
が
っ

た
鬼
の
形
相
。
ベ
ッ
ト
を
叩
い
た
り
、
大

き
な
声
を
上
げ
た
り
し
て
、
地
獄
の
獄
卒

と
戦
っ
て
い
た
の
か
、
目
を
開
け
る
と
、

「
こ
こ
は
地
獄
か
？
」

と
何
度
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

そ
ん
な
と
き
、
ふ
と
思
い
出
し
た
の
は
、

②

香こ
う

樹じ
ゅ

院い
ん

徳と
く

龍
り
ゅ
う

師
の
逸
話
。

美
濃
の
国
で
、
聞
法
の
ご
縁
の
深
い
ご

信
者
だ
っ
た
あ
る
老
女
が
、
死
に
臨
ん
で
、

地
獄
に
近
づ
い
た
と
苦
し
ん
で
、
泣
い
て

娘
に
助
け
を
懇
願
し
ま
し
た
。
娘
は
、
何

と
も
致
し
方
な
く
、
急
い
で
当
時
京
都
で

名
を
馳
せ
て
い
た
徳
龍
師
の
も
と
を
訪
ね

ま
し
た
。

徳
龍
師
は
、
静
か
に
娘
の
話
を
聞
く
と
、

娘
か
ら
教
示
を
請
わ
れ
た
の
で
、

「
自
分
が
勝
手
に
堕
ち
る
と
い
う
な
ら
仕

方
が
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
地
獄
へ
や
っ

て
し
ま
え
」

と
。
娘
は
、
地
獄
か
ら
の
助
け
を
求
め

た
の
に
、
ま
た
地
獄
に
突
き
落
と
さ
れ
た

よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
、
泣
き
叫
び
帰

ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
再
び
徳
龍
師
が
、

「
凡
夫
の
身
だ
か
ら
、
地
獄
へ
堕
ち
る
こ

と
は
当
た
り
前
だ
。
そ
の
地
獄
へ
堕
ち

る
も
の
を
そ
の
ま
ま
た
す
け
る
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
の
が
、
阿
弥
陀
様
の
勅
命
。

そ
れ
で
も
、
地
獄
へ
行
く
の
か
」

と
続
け
ま
し
た
。

娘
は
、
立
ち
所
に
阿
弥
陀
様
の
お
慈
悲

の
深
さ
が
身
に
染
み
て
分
か
り
、
御
礼
し

て
急
ぎ
帰
り
、
母
親
に
告
げ
、
親
子
し
て

心
か
ら
慶
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

苦
し
む
老
院
の
枕
元
に
あ
っ
て
、
や
は

り
か
け
ら
れ
た
最
大
の
言
葉
は
、

「
一
緒
に
阿
弥
陀
様
に
詣
ろ
う
」

で
し
た
。
こ
う
し
て
、
苦
し
む
老
院
を

看
て
苦
し
む
自
分
も
、
阿
弥
陀
様
の
お
心

に
慰
め
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

①
【
冥
界
】

死
後
赴
く
べ
き
他
界
の
一
つ
。
冥く

ら

い
と

こ
ろ
と
い
う
意
味
で
、
冥め

い

途ど

、
冥
府
、

陰よ

府み

な
ど
と
も
い
う
。
仏
教
で
は
、
三さ

ん

悪ま
く

道ど
う
（
地じ

獄ご
く
、
餓が

鬼き

、
畜ち

く

生し
ょ
う）
の
こ
と

を
さ
す
が
、
一
般
的
に
は
、
地
獄
の
み

の
こ
と
を
い
う
こ
と
が
多
い
。

②
【
香
樹
院
徳
龍
】

安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
～
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）。
越
後
国
蒲
原
郡
水
原
・

無む

爲い

信し
ん

寺じ

の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
後

に
住
職
と
な
る
。
京
都
で
、
東
本
願
寺

に
お
け
る
一
般
僧
侶
の
教
育
機
関
で
あ

る
、「
学が

く

寮り
ょ
う」

の
第
十
代
講
師
に
任
命
さ

れ
る
。
第
五
代
講
師
に
あ
た
る
香こ

う

月が
つ

院い
ん

深じ
ん

励れ
い
の
弟
子
で
、
生
涯
独
身
を
貫
い
た
。

江
戸
期
の
識
者
の
間
で
は
、「
学
識
は
香

月
院
、
徳
行
は
香
樹
院
」
と
す
る
の
が

一
般
的
な
ほ
ど
、
大
谷
派
で
は
著
名
な

僧
侶
で
あ
る
。
現
在
で
は
、『
香
樹
院
語

録
』
を
見
る
こ
と
で
、
徳
龍
師
の
人
と

な
り
が
分
か
る
。

《
第
三
回
　
自
粛
警
察
》

「
仏
教
と
人
権
」
と
い
う
講
義
で
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
自
粛

警
察
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
扱
い
ま
し
た
。
や
や
過
激
に
も

思
え
る
自
粛
警
察
で
す
が
、
こ
う
あ
る
ほ
う
が
正
し
い
と
い
う

正
義
感
が
彼
ら
を
動
か
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

で
は
正
義
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
先
生
は
「
念
仏
に
は
無
義

を
も
っ
て
義
と
す
」
と
い
う
歎
異
抄
の
一
節
が
真
宗
に
お
け
る
正

義
の
理
解
の
手
掛
か
り
に
な
る
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。「
義
」

は
、は
か
ら
い
、正
し
い
あ
り
か
た
と
い
う
意
味
も
あ
る
そ
う
で
す
。



◆
老
院
七
七
日
法
要
勤
ま
る
―
五
月

十
七
日
に
老
院
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、

毎
土
曜
午
後
七
時
よ
り
、
順
慶
寺
本

堂
に
隣
寺
二
ヶ
寺
を
導
師
と
し
て
迎

え
、
七
七
日
法
要
を
役
員
と
寺
族
で

勤
め
た
。

◆
老
院
本
葬
の
清
掃
に
三
十
人
―
六

月
二
十
五
日
、
老
院
の
本
葬
を
前
に
、

清
掃
が
な
さ
れ
た
。
奉
仕
に
集
ま
っ

た
三
十
人
は
、
口
々
に
老
院
の
想
い

出
を
語
り
な
が
ら
の
奉
仕
と
な
っ
た
。

◆
水
舎
の
湧
水
七
月
一
日
よ
り
再
開

―
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
中
止
し
て
い

た
水
舎
の
水
揚
げ
を
、
老
院
の
本
葬

を
前
に
、
七
月
よ
り
再
開
す
る
予
定
。

老
院
が
亡
く
な
っ
て
、
は
や
ひ
と
月
。

生
前
、
老
院
を
お
夕
事
に
連
れ
て
車
椅

子
を
押
し
、
導
師
を
す
る
老
院
の
手
助

け
を
し
た
若
院
を
、
こ
の
と
こ
ろ
毎
晩

六
時
か
ら
の
お
夕
事
に
導
師
を
さ
せ
て

い
ま
す
。
そ
の
と
き
何
故
か
、
若
院
に

老
院
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
妙
な
安

堵
感
を
覚
え
て
い
ま
す
（
住
）。

･･･････････････････････････

数
か
月
間
の
コ
ロ
ナ
の
ス
テ
イ
ホ
ー

ム
で
生
活
リ
ズ
ム
が
崩
れ
て
い
ま
す
。

寝
る
時
間
と
起
き
る
時
間
が
早
か
っ
た

り
遅
か
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
大
学
再

開
を
期
に
生
活
リ
ズ
ム
を
取
り
戻
せ
る

よ
う
努
め
た
い
で
す
（
若
）。
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常
照
院
釋
尼
妙
琴

６
月
５
日
寂 

杉
浦
コ
ト
ミ（
90
）

高
浜
市 

杉
浦
裕
子
様
の
母

寂
静
院
釋
尼
清
良

６
月
13
日
寂 

池
田
良
子（
95
）

今
川
東
組 

池
田
光
様
の
母

普
薫
院
釋
尼
妙
鈴

６
月
７
日
寂 

森　

ス
（ゞ
101
）

一
里
山
組 

森
忠
和
様
の
母

７
月
３
日
に
、
老
院
の
本
葬
が
執
行
さ

れ
ま
す
が
、
本
葬
終
了
後
、
引
き
続
き
親

族
・
役
員
に
よ
り
、
満
中
陰
法
要
が
勤
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

満
中
陰
法
要
が
終
わ
り
ま
す
と
、
七
七

日
の
間
本
堂
南
余
間
に
安
置
し
て
あ
っ
た

中
陰
壇
を
片
付
け
、
老
院
の
遺
骨
は
、
境

内
に
あ
る
、
順
慶
寺
境
内
に
あ
る
納
骨
堂

に
移
動
（
寺
族
は
墓
を
持
た
な
い
た
め
）

し
ま
す
。

そ
の
後
、本
堂
の
中
陰
荘
厳
は
廃
止
し
、

本
堂
内
は
通
常
の
荘
厳
に
戻
り
ま
す
。

本
堂
の
中
陰
荘
厳
片
付
け

本
葬
終
了
後

三
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

　７月３日（金）　　場所・順慶寺／受付・山門横受付テント　（午前９時～）　

　午後　１時３０分～		 本葬	
	 	 	 	 	 於　本堂（関係者）・境内特設テント（一般）
  

　午後　２時３０分終了

※当日、 三密を避けるため、 午前中にもお別れの読経を上げます。

　午前　９時３０分～	 第一回読経　於　本堂

　午前１０時～	 	 第二回読経　於　本堂

　午前１０時３０分～	 第三回読経　於　本堂

　午前１１時～	 	 第四回読経　於　本堂

　午前１１時３０分～	 第五回読経　於　本堂
} ※読経開始１５分前までに受付を済まして、 境内

特設テントにお控えください。 毎回五十名様ま
でを限度として本堂にご案内いたします。

※午前の駐車は順慶寺駐車場へどうぞ。 ただし、
本葬にお参りされる方は、 午後より車を運動
公園に移動していただきます。

※本葬では、 一般参詣の方は、 三
密をさけるため、 境内特設テント
にてお参りしていただきます。 暑
くて辛くなった方は、 遠慮せず庫
裏にてお休みください。

※飲み水は境内に臨時に設置され
る給水所にてお願いします。

※一般焼香は、 本堂向拝にて行い
ます。

※駐車は刈谷市総合運動公園駐車
場（地図参照） となります。 運動
公園からは、 １２時３０分より随時
マイクロバスを運行させますので、
マイクロバスに乗り換えて、 御会
葬ください。

①各自マスクを着用をお願いします。

②参詣の始めと終わりには、 添え付けのアルコールで消毒をしてください。

③ソーシャルディスタンスを保つため、 イスなどの間隔をあけて配置します。

④大声で話すことは控えてください。

⑤発熱などのある方・体調のすぐれない方は、 参詣をお控えください。

本葬参詣に関するお願い

前住職ご葬儀の
生花のご用命は

前住職本葬（告別式）　日程

電話0566-24-1127

名
鉄
名
古
屋
本
線

知
立
バ
イ
パ
ス
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●

●

●

●

●

今川町東
豊明IC

伊勢湾岸自動車道

今川町山ノ神

泉田町城前

逢妻橋

泉田町神戸

泉田町大木屋

ジョイフル

スギ薬局

中野医院

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

角文建設本社

西尾信金
〒

富士松南小

逢妻川

境川

富士松IC

今川IC

北崎

総合運動公園

富
士
松
駅

富
士
松
駅

P刈谷市総合運動公園 P
PPPP

23

順慶寺

P

刈谷市築地町荒田一丁目
総合運動公園

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

６
月
度
護
寺
会
物
故
者



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 水  花立て
2 木  本葬準備 木 -1
3 金  前住職本葬（13：30、順慶寺）
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水
9 木 木 -2

10 金  定例責役総代会（19：00、順慶寺）
11 土
12 日
13 月
14 火
15 水

16 木  木 -3
17 金
18 土
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）
29 水  　
30 木
31 金

↓　
７月の責役総代会の判断によ
り、順慶寺における新型コロ
ナによる活動自粛を順次緩和
させる場合があります。
詳しくは各会ごとに役員から
なされる連絡をお待ちくださ
い。

前
住
職
本
葬

７
月
３
日
（
金
）

	

　

午
後
１
時
半
～　

順
慶
寺

さ
る
、
五
月
十
七
日
に
逝
去
し
た
順
慶

寺
第
二
十
世
住
職
・
定
寛
院
釋
良
裕

の
本
葬
を
執
り
行
い
ま
す
。
日
程
の
詳

細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
頁
を
ご
覧
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
当
日
、
三

密
を
避
け
る
た
め
、
午
前
九
時
三
十
分

よ
り
、
お
別
れ
の
お
経
が
三
十
分
お
き

に
五
回
あ
が
り
ま
す
。
本
葬
に
都
合
が

付
か
な
い
方
は
、
こ
ち
ら
で
も
お
焼
香

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

定
例
責
役
総
代
会

７
月
10
日
（
金
）

	

　

午
後
７
時
～　

順
慶
寺
玄
関

年
二
回
実
施
さ
れ
る
、
責
役
総
代
会
の

第
一
回
目
。
通
常
、
こ
の
会
で
、
順
慶

寺
に
よ
っ
て
運
営
し
て
い
る
事
業
の
会

計
報
告
が
な
さ
れ
ま
す
。
護
寺
会
か
ら

は
、
七
月
三
日
に
執
行
さ
れ
る
老
院
本

葬
の
会
計
を
含
ん
だ
、
会
計
報
告
が
な

さ
せ
る
予
定
で
す

ま
た
、
今
回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
拡
大
に
よ
る
、
順
慶
寺
に
お
け
る
諸

活
動
の
自
粛
を
、
下
半
期
に
向
け
て
緩

和
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
ま
す
。
総

代
会
の
決
定
を
受
け
て
、
再
開
で
き
る

活
動
に
つ
い
て
は
始
動
さ
せ
ま
す
。

●
前
住
職
本
葬
の
駐
車
に
つ
い
て

七
月
三
日
の
前
住
職
の
本
葬
で
の

駐
車
は
、
一
般
参
詣
の
皆
様
は
、

基
本
的
に
刈
谷
市
運
動
公
園
駐
車

場
と
な
り
ま
す
。
時
間
に
余
裕
を

も
っ
て
御
会
葬
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
午
前
中
に
お
参
り
下
さ
る

皆
様
は
順
慶
寺
駐
車
場
が
使
え
ま

す
が
、
参
詣
者
の
集
中
に
よ
り
、

出
入
り
す
る
車
で
ご
っ
た
返
す

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
混
雑
時
、

ス
ム
ー
ズ
に
駐
車
が
で
き
る
よ
う
、

駐
車
場
の
制
限
を
行
う
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
際
は
、
順
慶
寺

門
前
の
担
当
者
に
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。
代
替
の
駐
車
場
を
ご
案
内
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
本
葬
・
庫
裏
休
憩
所
に
つ
い
て

前
住
職
本
葬
の
際
、
熱
中
症
対
策

と
し
て
、
ク
ー
ラ
ー
の
効
い
た
休

憩
所
を
庫
裏
に
設
置
し
ま
す
。

●
御
命
日
自
粛
解
除
に
つ
い
て

御
命
日
法
要
を
七
月
二
十
八
日
午

前
七
時
よ
り
通
常
開
催
と
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

７月の主な行事予定
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おしらせ
土
用
の
丑

六
月
か
ら
は
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま

し
た
。
毎
日
、
曇
り
か
雨
な
の
で
気
分
が

上
向
き
ま
せ
ん
が
、
元
気
で
す
か
。

六
月
の
終
わ
り
に
は
夏
至
に
な
っ
て
、

太
陽
が
一
番
長
く
出
て
い
る
そ
う
で
す
が
、

も
し
晴
れ
た
ら
、
暑
く
て
日
焼
け
し
そ
う

で
大
変
で
す
ね
。
今
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

の
関
係
で
、
マ
ス
ク
を
着
け
て
外
出
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
な
お
さ
ら
で
す
。

や
は
り
、
梅
雨
空
の
恵
み
も
あ
り
ま
す
。

昔
か
ら
初
バ
テ
に
は
、
鰻
が
一
番
と
い

う
こ
と
で
、
土
用
の
丑
に
は
、
鰻
を
食
べ

る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
鰻
に
は
、
ビ
タ
ミ

ン
Ａ
や
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
が
豊
富
に
含
ま
れ
て

い
て
、
疲
労
回
復
に
も
っ
て
こ
い
だ
か
ら

７
月
行
事
内
容 

詳
細

と
言
わ
れ
ま
す
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
亡
く
な
る
前
、
鰻

が
食
べ
た
い
と
言
っ
て
い
た
の
で
、
今
年

は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
お
供
え
を
し
な
く

て
は
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
逃
げ
る

ま
だ
逃
げ
る

　
つ
も
り
の
土
用
鰻
か
な

　
つ
も
り
の
土
用
鰻
か
な  

伊
藤
伊
那
男

伊
藤
伊
那
男


