
学
ぶ
こ
と
の
少
な
い
人
は
牛
の
よ
う
に

　
肉
体
は
肥
え
る
が
智
慧
は
成
長
し
な
い

牧野篤先生を迎えて教化検討委員会（7 月 29 日、順慶寺本堂にて　岡川経康氏撮影）

【1】　　　　2021 年 8 月 28 日発行

◆◇ 教化検討委員会 ◇◆
順慶寺には、 寺の護寺を総代を中心に活動する護寺会と、 月例会や講座などのリーダーが集ま

る教化委員会がある。 寺の護寺は三年任期で総代があたり多くの意見を取り入れ、 教化はリー

ダーである教化委員が継続的に事業を行う。現在、コロナ禍で一層の教化検討が望まれている。

◇
欲
の
ま
ま
で
は
牛
に
な
る
◇

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

「
学
ぶ
こ
と
の
少
な
い
人
は

牛
の
よ
う
に
老
い
る
。

肉
体
は
肥
え
る
が

智
慧
は
成
長
す
る
こ
と
は
な
い
」（
第
一
五
二
偈
）

か
ら
引
用
し
ま
し
た
。

昨
今
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、
運
動
不
足
に
な
っ
て
い

る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
運
動
不
足
に

な
る
と
、
血
液
な
ど
の
循
環
が
悪
く
な
り
体
調
の
維
持

も
難
し
く
な
り
ま
す
。「
食
べ
た
ら
直
ぐ
寝
る
と
牛
に

な
る
よ
」
と
い
わ
れ
、
昔
か
ら
戒
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
近
よ
く
話
題
に
な
る
、
将
棋
の
棋
戦
で
対
局
者

が
注
文
す
る
「
勝
負
め
し
」。
対
局
中
、
体
を
ほ
と
ん

ど
動
か
す
こ
と
が
な
い
の
に
、
か
な
り
の
ボ
リ
ュ
ー
ム

の
定
食
な
ど
を
注
文
し
て
い
ま
す
。
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、

将
棋
の
棋
士
は
、
一
局
の
対
戦
を
終
え
る
と
体
重
が
二

～
三
キ
ロ
も
減
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
頭
を
使
う

こ
と
は
、
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
な
よ
う
で
す
。

一
方
、
南
方
仏
教
の
修
行
僧
は
、
午
前
中
に
托
鉢

に
出
て
、
托
鉢
で
頂
い
た
も
の
を
①

お
斎と
き
と
し
て
頂
き
、

午
後
は
食
事
を
口
に
せ
ず
瞑
想
に
耽ふ
け
る
と
い
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
牛
は
、
草
な
ど
の
繊せ
ん

維い

質し
つ

の
餌え
さ

を
長
い
時

間
か
け
て
食
べ
、
そ
れ
を
消
化
さ
せ
る
た
め
、
口
と
胃

を
何
度
も
往
復
さ
せ
、
横
に
な
っ
て
必
要
な
栄
養
分
を

得
る
た
め
で
し
た
。
怠
慢
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
き
に
私
た
ち
は
、
必
要
以
上
の
栄
養
を
と
っ
て
、

思
わ
ず
横
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
栄
養
過
多
に
な
る
。

欲
の
ま
ま
で
は
牛
の
姿
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

◇
智
慧
を
い
た
だ
く
◇

お
非ひ

時じ

と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

う
か
。
お
非
時
と
は
、
修
行
僧
が
食
事
を
と
っ
て
は
い

今
月
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
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《
心
か
ら
の
お
つ
と
め
》

堺
の
妙
好
人
・
吉
兵
衛
。
西
方
寺
の
元

明
氏
に
つ
い
て
、
仏
法
聴
聞
に
励
み
、
仏

法
を
慶
び
ま
し
た
。

あ
る
と
き
、
吉
兵
衛
の
お
仏
壇
が
汚
れ

て
破
損
し
て
き
た
の
で
、
近
く
の
塗ぬ

師し

屋や

に
お
仏
壇
を
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の

間
、
お
仏
壇
の
中
に
あ
る
御
本
尊
さ
ま
は
、

粗
末
な
押
入
の
粗あ
ら

壁か
べ
に
お
か
け
し
て
お
敬

い
を
し
て
い
ま
し
た
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
御
本
尊

さ
ま
も
表
具
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
京
都

の
表
具
師
に
預
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
度
は
、
仏
壇
も
御
本
尊
も
修
復
に
出
し

て
し
ま
っ
た
の
で
、
吉
兵
衛
の
家
に
は
お

敬
い
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

す
る
と
吉
兵
衛
は
、
今
ま
で
御
本
尊
さ

ま
が
か
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
、

正
信
偈
、
御
和
讃
、
御
文
章
（
御
文
）
を

頂
い
て
、
毎
朝
毎
晩
丁
寧
に
お
勤
め
を
続

け
た
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
を
見
て
い
た
、
清
次
郎
と
い
う
同

行
が
、

「
私
は
、
こ
の
お
方
は
、
正
信
偈
、
御
和

讃
、
御
文
章
を
本
当
に
い
た
だ
い
て
お
ら

れ
る
お
方
や
、
と
お
も
っ
た
」

と
し
み
じ
み
語
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
と
こ
ろ
、
仏
壇
仕
舞
い
と
い
う
言

葉
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
ま
す
が
、
仏
壇
を

し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
あ
っ

た
ご
縁
を
す
べ
て
引
き
継
い
で
、
仏
壇
が

な
く
て
も
ご
縁
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ

と
だ
と
し
み
じ
み
感
じ
ま
す
。

2021 年 9 月号　　　　【2】

《味おうてくれ》

物
もの

種
だね

吉
きち

兵
べ

衛
え

（16）

［第108回］

け
な
い
時
間
に
食
事
を
た
べ
る
こ
と
で
、
法

事
な
ど
の
際
、
法
要
が
終
わ
っ
た
後
の
食
事

は
こ
の
お
非
時
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
お
非
時
に
つ
い
て
、
親
鸞
聖
人
の

有
名
な
伝
説
（『
②

口く

伝で
ん

鈔し
ょ
う』

八
）
が
あ

り
ま
す
。

か
つ
て
、
親
鸞
聖
人
が
関
東
に
お
ら
れ

た
こ
ろ
、
時
の
執し
っ

権け
ん

・
北
条
氏
か
ら
一
切

経
を
照
合
す
る
仕
事
を
引
き
受
け
ま
し
た
。

多
く
の
高
僧
が
北
条
氏
の
館
に
呼
ば
れ
、

任
に
あ
た
る
中
、
お
非
時
の
時
間
も
あ
り

ま
し
た
。
北
条
氏
か
ら
振
る
舞
わ
れ
る
料

理
は
、
高
級
な
も
の
ば
か
り
で
、
魚
や
肉

も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
、
ほ
と

ん
ど
の
僧
侶
は
、
袈け

裟さ

を
脱
い
で
お
非
時

に
つ
き
ま
し
た
が
、
親
鸞
聖
人
ひ
と
り
袈

裟
を
脱
が
す
お
非
時
に
つ
い
た
そ
う
で
す
。

こ
れ
に
北
条
氏
の
九
歳
に
な
る
嫡
ち
ゃ
く

男な
ん

が
、

「
他
の
お
坊
さ
ん
は
み
な
袈
裟
を
脱
い
で

食
事
を
さ
れ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
あ

な
た
は
脱
が
な
い
で
す
か
」

と
質
問
を
す
る
と
、
親
鸞
聖
人
が
、

「
急
い
で
食
事
に
つ
い
た
の
で
」

と
。
そ
の
場
を
繕
っ
て
、
バ
カ
に
さ
れ
た

と
思
っ
た
嫡
男
が
「
子
供
だ
と
思
っ
て
本
当

の
こ
と
を
話
さ
な
い
の
だ
ろ
う
」
と
腹
を
た

て
、
何
度
も
同
じ
こ
と
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。

あ
ま
り
に
し
つ
こ
い
の
で
、
つ
い
に
嫡

男
と
真
向
か
い
に
な
っ
て
、

「
た
ま
た
ま
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
ご
縁
で
、

仏
縁
を
い
た
だ
く
も
の
が
肉
食
を
す
る
の
は

よ
ろ
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

袈
裟
を
き
て
食
事
を
す
る
こ
と
で
、
食
さ
れ

る
命
も
仏
縁
に
あ
う
こ
と
が
で
き
、
衆
生
を

利
す
る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
と
な
り
ま
す
」

と
応
え
た
そ
う
で
す
。

私
た
ち
の
日
常
の
食
事
で
も
、
食
さ
れ

る
命
に
感
謝
し
つ
つ
、
お
念
仏
を
称
え
て

お
か
げ
さ
ま
の
お
智
慧
を
い
た
だ
く
ご
縁

と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

①
【
お
斎
】

古
来
仏
教
で
は
、
正
午
の
食
事
の
称
、
朝

食
を
粥

し
ゅ
くと

呼
ぶ
の
に
対
し
、
昼
食
を
斎さ

い
と

称
す
る
。
日
本
で
は
、
す
べ
き
時
の
食
事

の
意
か
ら
斎
に
と
き
（
時
）
の
よ
み
を
当

て
て
、
正
午
以
前
の
食
事
の
称
と
し
た
。

も
と
、
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
は
午
後
に
は
食

事
を
し
な
い
と
い
う
戒
律
を
守
っ
て
い
た

こ
と
に
由
来
す
る
。
ま
た
転
じ
て
、
広
く

仏
事
の
際
の
食
事
を
さ
す
称
。
こ
れ
を
敬

語
で
、
お
と
き
と
も
い
う
。

②
【
口
伝
鈔
】

親
鸞
聖
人
の
曾ひ

孫ま
ご
で
本
願
寺
第
三
代
の
覚か

く

如に
ょ

上
人
が
、
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
親
鸞

聖
人
の
教
え
が
法
然
上
人
の
門
下
で
正
統

で
あ
る
こ
と
を
顕
彰
さ
れ
た
。「
口
伝
」
と

は
、
口
づ
て
に
伝
え
る
と
い
う
意
味
。
覚

如
上
人
が
、
親
鸞
聖
人
の
孫
で
伯
父
に
あ

た
る
如
信
上
人
よ
り
口
授
さ
れ
た
教
義
を

記
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
付
け
ら
れ

た
。
親
鸞
聖
人
の
法
語
や
行
実
を
二
十
一
ヶ

条
に
ま
と
め
、
上
中
下
の
三
巻
か
ら
な
る
。

︽
第
十
七
回
　
物
を
よ
め
︾

今
年
の
お
盆
は
、
雨
の
お
盆
と
な
り

ま
し
た
。

こ
の
と
こ
ろ
、
お
盆
と
言
え
ば
、
酷

暑
の
真
っ
直
中
。
三
十
五
度
を
越
え
る

よ
う
な
大
変
な
暑
さ
の
中
、
朝
早
く
か

ら
真
夏
の
太
陽
に
蝉
時
雨
。
そ
れ
か
ら

熱
せ
ら
れ
た
墓
石
の
遠
赤
外
線
効
果
。

各
お
家
の
方
々
が
、
お
寺
に
あ
る
お
墓

に
来
ら
れ
、
掃
除
と
お
参
り
に
精
を
出

さ
れ
、
先
祖
の
皆
様
に
対
す
る
礼
を
尽

く
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
が
、
今
年
は
、
前
日
か
ら
の
雨

に
加
え
、
十
三
日
に
は
ま
る
で
台
風
の

よ
う
な
土
砂
降
り
。
そ
れ
で
も
、
大
勢

の
方
が
お
墓
参
り
に
来
ら
れ
、
全
身
ず

ぶ
濡
れ
に
な
り
な
が
ら
も
何
と
か
お
参

り
さ
れ
て
行
か
れ
る
方
も
あ
り
、
心
よ

り
感
服
い
た
し
ま
し
た
。

お
盆
の
お
墓
参
り
は
、
年
々
過
酷
さ

を
増
し
、
昨
年
か
ら
は
コ
ロ
ナ
禍
で
一
層

大
変
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

お
盆
が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
、
変
わ
ら
ず

見
事
に
お
花
が
並
び
ま
す
。
そ
の
光
景

を
見
て
、「
今
年
残
り
半
分
頑
張
ろ
う
」

と
元
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

雨
の
お
盆

『
蓮
如
上
人
、
幼
少
な
る
者
に
は
、

ま
ず
、「
物
を
よ
め
」
と
、
仰
せ
ら

れ
候
う
。』

こ
れ
は
蓮
如
上
人
の
『
御
一
代
記

聞
書
』（
二
一
五
）
の
言
葉
で
す
。

こ
の
条
で
は
、
学
び
始
め
の
も

の
は
何
よ
り
も
聖
教
を
よ
め
、
と

諭
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
父
に
言
わ
れ
、
し
ぶ
し
ぶ

お
経
の
練
習
を
し
て
い
る
の
で
す

が
、
蓮
如
上
人
の
時
代
か
ら
お
経

を
よ
む
こ
と
を
大
切
に
さ
れ
て
き

た
こ
と
気
づ
か
さ
れ
る
一
文
で
す
。

お
経
を
な
い
が
し
ろ
に
し
な
い

よ
う
に
練
習
を
し
な
け
れ
ば
、
と

思
わ
さ
れ
ま
し
た
。



◆
牧
野
篤
先
生
を
囲
む
会
議
開
催
―
さ
る

七
月
二
十
九
日
、
東
京
大
学
大
学
院
教
授

で
、
地
域
再
生
な
ど
を
研
究
さ
れ
て
い
る

牧
野
篤
先
生
を
囲
ん
で
教
化
検
討
委
員
会

を
開
催
。
先
生
の
活
動
内
容
を
お
聞
き
し
、

教
化
の
方
向
を
再
検
討
し
た
。

◆
盆
会
に
参
詣
多
数
―
八
月
七
日
に
執
り

行
っ
た
盆
会
は
、
参
詣
案
内
を
須
弥
壇
収

骨
を
さ
れ
た
方
に
限
っ
た
が
、
法
話
も
実

施
さ
れ
、
本
堂
と
庫
裏
に
密
を
避
け
用
意

し
た
イ
ス
席
は
ほ
ぼ
満
席
と
な
っ
た
。

こ
こ
数
年
、
盆
会
に
お
参
り
さ
れ
た
方

に
ご
宝
物
を
見
て
頂
く
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。
今
年
は
、
コ
ロ
ナ
で
分
散
参
詣
を
願

う
意
味
で
、
宝
物
と
盆
飾
り
を
盆
の
終
わ

り
ま
で
片
付
け
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
裏
目
。
大
雨
の
湿

気
で
宝
物
の
数
々
が
月
末
ま
で
片
付
け
ら

れ
ず
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
気
候
変
動
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
影

響
し
ま
す
（
住
）。

･･･････････････････････････

お
盆
も
終
わ
り
ひ
と
段
落
で
す
が
、
コ

ロ
ナ
の
影
響
も
あ
り
家
か
ら
あ
ま
り
出

て
い
ま
せ
ん
。
つ
い
つ
い
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と

過
ご
し
て
し
ま
い
ま
す
。
九
月
か
ら
始
ま

る
大
学
も
遠
隔
授
業
に
な
っ
た
の
で
、
よ

り
一
層
外
出
の
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
体

ば
っ
か
り
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を

つ
け
ね
ば
、
と
思
う
こ
の
頃
で
す
（
若
）。
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精
編
院
釋
尼
玉
咲

７
月
30
日
寂 

塚
本
咲
枝（
74
）

今
川
町 

塚
本
誠
士
様
の
母

德
華
院
釋
尼
晴
春

８
月
2
日
寂 

鈴
木
春
美（
92
）

山
ノ
端
組　

鈴
木
淳
様
の
母

近
々
に
順
慶
寺
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
一
新
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
の
御
遠
忌
法
要
に
合
わ
せ

て
、
御
遠
忌
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
た

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
一
新
、「
順
慶
寺
の
歴

史
」（
本
堂
の
再
建
・
赤
貧
の
時
代
を
越

え
て
）、「
護
寺
会
に
つ
い
て
」、「
墓
地
に

つ
い
て
」、「
順
慶
寺
だ
よ
り
」、「
ス
タ
ッ

フ
紹
介
」
な
ど
の
項
目
を
つ
く
り
ま
す
。

製
作
は
、
住
職
と
長
年
の
つ
き
あ
い
の

あ
る
㈱
ア
イ
ル
が
手
が
け
て
い
ま
す
。

来
た
る
九
月
十
二
日
（
日
）
に
順
慶

寺
に
お
い
て
、
秋
季
永
代
経
（
過
去

五
十
年
間
に
祠
堂
金
を
あ
げ
て
下
さ
っ

た
方
々
へ
の
法
要
）が
開
催
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
当
日
、
今
年
五
十
回
忌
を
迎
え

て
、
当
山
に
納
骨
さ
れ
た
方
々
の
倶
会

一
処
式
も
行
い
ま
す
。

昨
年
度
（
令
和
二
年
度
＝
令
和
二
年

九
月
～
令
和
三
年
八
月
）、
新
た
に
祠

堂
金
を
順
慶
寺
に
お
上
げ
下
さ
り
、
御お

紐ひ
も

解ど

き
法
要
（
祠
堂
開
き
）
を
執
行
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
方
々
（
ま
た
は
執
行

予
定
の
方
も
含
む
）
は
、以
下
の
通
り
。

為 

滋
栄
院
釋
敏
応 

横
山
敏
行 
 

 
 

願
主  

横
山
孝
二（
今
川
東
組
）

為 

釋
實
教   

横
山　

實 
 

 
 

願
主  

横
山　

貴（
山
ノ
端
組
）

為 

誠
実
院
釋
正
業 

加
藤
正
己 

 

 
 

願
主  

加
藤　

泉（
高
畑
組
）

為 

精
明
院
釋
増
修 

荒
川
増
吉

 
 

願
主  

荒
川
園
子（
豊
田
市
）

為 

謙
敬
院
釋
勇
導

 
 

願
主  

岡
本
和
重（
市
場
下
組
）

為 

晴
朗
院
釋
興
世 

清
水
興
亞

 
 

願
主  

清
水
英
介（
平
松
組
）

為 

瑞
星
院
釋
響
仁 

岡
本
直
人

 

和
敬
院
釋
弘
寛 

岡
本
价
弘　

 
 

願
主  

岡
本　

誠（
大
久
屋
組
）

為 
翠
紫
院
釋
尼
清
香 

岡
川
清
美

 
 

願
主  

岡
川
一
夫（
泉
田
西
組
）

為 

釋
尼
浄
念 

近
藤
と
き

 

釋
孝
純   

近
藤
孝
雄

 
 

願
主  

近
藤
か
ね
み（
高
畑
組
）

為 

聞
信
院
釋
広
大 
神
谷　

弘
 

 

願
主  

神
谷
友
裕（
西
念
寺
門
徒
）

為 

観
春
院
釋
真
道 

鬼
頭
春
一

 
 

願
主  

鬼
頭
哲
春（
市
場
上
組
）

為 

静
風
院
釈
尼
妙
鶴 

塚
本
多
津

 
 

願
主  

塚
本
勝
美（
名
古
屋
市
）

為 

常
和
院
釋
尼
妙
富 

清
水
フ
ジ
ノ

 
 

願
主  

清
水
清
隆（
平
松
組
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

以
上
十
三
件

祠
堂
新
規
上
納
者
並
び
に
倶
会
一
処
該
当
者

順慶寺執事

法
名
並
び
に
名
簿
一
覧 
法
名
並
び
に
名
簿
一
覧 

㊟
祠
堂
金
は
、
三
分
の
二
を
順
慶
寺
の
什

物
拡
充
な
ど
に
充
て
さ
せ
て
い
た
だ

き
、三
分
の
一
を
護
寺
会
金
と
し
て
、
護

寺
会
会
計
に
積
立
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

2
月
3
日 

小
羽
一
志 

小
羽
志
郎
の
子

3
月
3
日 

広
住
純
一
郎 

広
住
碩
彦
の
父

4
月
3
日 

横
山
抄
千
代 

横
山
義
雄
の
孫

4
月
7
日 

杉
浦
貴
末 

杉
浦
八
郎
の
父

4
月
15
日 

酒
井
さ
だ 

酒
井
一
三
の
母

4
月
15
日 

平
野
き
し
の 

平
野
恒
男
の
祖
母

5
月
4
日 

加
藤
ふ
く 

加
藤
優
の
母

5
月
26
日 

岡
本
念
一 

岡
本
博
和
の
父

5
月
27
日 

都
築
り
き 

都
築
由
元
の
母

7
月
5
日 

久
野
長
松 

久
野
富
士
子
の
父

7
月
7
日 

岡
本
ト
シ
エ 

岡
本
泰
造
の
母

7
月
28
日 

相
木　

理 

相
木
銀
市
の
母

8
月
3
日 

相
木
国
正 

相
木
正
則
の
父

8
月
13
日 
岡
本
定
喜 

岡
本
恒
男
の
父

9
月
4
日 
志
水
じ
ゅ
ん 

志
水
正
和
の
母

9
月
20
日 

杉
浦
高
義 

杉
浦
貞
雄
の
父

9
月
23
日 

岡
本
あ
さ 
岡
本　

清
の
母

10
月
31
日 

杉
本
真
由
美 
杉
本
親
相
の
娘

12
月
1
日 

山
本
き
く
の 

山
本
武
雄
の
母

12
月
29
日 

山
本
ま
す
ゑ 

山
本
幸
平
の
養
母

12
月
31
日 

鈴
木
よ
ね 

鈴
木
基
晴
の
養
母

以
上
二
十
一
名

新
規
祠
堂
上
納
者
一
覧（
敬
称
略
）

倶
会
一
処
該
当
者
一
覧（
敬
称
略
）

　

以
下
は
、
本
年
五
十
回
忌（
昭
和
47
年

没
）
で
倶
会
一
処
を
迎
え
た
方
の
中
で
、

当
山
納
骨
堂
に
納
骨
さ
れ
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
方
々
で
す
。

盆会でのリモート法座（岡川経康氏撮影）

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

８
月
度
護
寺
会
物
故
者

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
一
新

コ
ロ
ナ
禍
の
情
報
発
信
源



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 水
2 木 木 -1
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水
9 木  大掃除（8：00～、順慶寺） 木 -2
10 金
11 土
12 日  祠堂法要・倶会一処式（9：30～、順慶寺）
13 月
14 火
15 水  教化検討委員会（14：00～、順慶寺本堂）

16 木 木 -3
17 金  ２１組門徒会総会（9：00～、東境町泉正寺）
18 土
19 日
20 月 敬老の日
21 火
22 水
23 木 秋分の日 木 -4
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺にて内勤め）
29 水
30 木
10/1 金

コロナ対策により、諸活動は自粛中コロナ対策により、諸活動は自粛中
今後、ワクチンの接種状況により今後、ワクチンの接種状況により
変更もあり得ます変更もあり得ます

祠
堂
法
要
・
倶
会
一
処
式

9
月
12
日
（
日
）

　
　
　
午
前
9
時
30
分
〜
　
順
慶
寺

順
慶
寺
に
祠
堂
が
あ
が
っ
て
い
る
方
に

対
す
る
、
祠
堂
法
要
を
今
年
も
厳
修
い

た
し
ま
す
。

本
年
は
変
異
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、

密
を
避
け
、
左
記
の
よ
う
に
地
域
別
分

散
型
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本

堂
、
書
院
、
庫
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
席
を
設

け
、七
十
名
ま
で
受
け
容
れ
ま
す
。な
お
、

本
年
も
法
話
・
お
斎
は
お
と
り
や
め
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

同
日
、
今
年
五
十
回
忌
を
迎
え
た
方
の

お
骨
を
、
納
骨
堂
下
に
埋
骨
す
る
倶
会

一
処
式
は
実
施
い
た
し
ま
す
。

記

●
祠
堂
法
要
の
駐
車
場
に
つ
い
て

祠
堂
法
要
当
日
の
駐
車
は
、
境
内

に
は
三
十
台
ま
で
駐
車
可
能
で
す
。

そ
の
他
、
臨
時
に
駐
車
場
を
設
け

ま
す
。
法
要
の
入
れ
替
え
が
あ
り

ま
す
の
で
、
法
要
が
終
わ
り
ま
し

た
、
密
に
な
ら
な
い
よ
う
速
や
か
に

退
出
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
祠
堂
法
要
の
コ
ロ
ナ
対
策
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
の
変
異
種
が
猛
威
を

振
る
っ
て
い
る
関
係
で
、
ワ
ク
チ
ン

接
種
を
終
了
さ
れ
て
い
る
方
で
も
、

マ
ス
ク
着
用
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
徹
底
さ

せ
て
頂
き
、
体
温
測
定
も
実
施
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
当
日
、
風
邪

症
状
の
あ
る
方
、
体
温
が
３
７
.
５

度
以
上
の
方
は
、
屋
内
の
参
詣
を

遠
慮
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

●
本
年
帰き

敬
き
ょ
う

式し
き

延
期
に
つ
い
て

三
年
に
一
度
報
恩
講
初
日
に
、
順

慶
寺
本
堂
に
て
帰
敬
式
（
お
剃
か
み
そ
り刀
）

を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
本
年
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
拡
大
の
た
め
、

来
年
に
延
期
す
る
こ
と
と
い
た
し

ま
す
。
御
了
承
く
だ
さ
い
。

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
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おしらせ
カ
ボ
チ
ャ

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
年
の

盆
は
、
大
雨
で
大
変
で
し
た
。
九
州
や
西

日
本
の
各
地
で
豪
雨
の
被
害
に
遭
わ
れ
た

方
に
、
心
か
ら
お
見
舞
い
い
た
し
ま
す
。

今
年
の
夏
は
あ
ま
り
日
射
し
が
な
く
、

気
温
も
上
が
ら
な
か
っ
た
た
め
、
農
作
物

に
大
き
な
被
害
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、

近
く
の
畑
を
歩
い
て
み
る
と
、
カ
ボ
チ
ャ

が
色
づ
い
て
い
ま
し
た
。
カ
ボ
チ
ャ
は
、

十
月
三
十
一
日
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
に
使
う
し
、

冬
至
に
小
豆
が
ゆ
と
一
緒
に
い
た
だ
く
の

で
、
も
う
少
し
あ
と
の
も
の
か
な
ぁ
と

思
っ
て
い
た
ら
、
九
月
に
色
づ
く
も
の
だ

と
知
り
ま
し
た
。

カ
ボ
チ
ャ
は
、
戦
国
時
代
に
ポ
ル
ト
ガ

9
月
行
事
内
容
詳
細

ル
人
が
種
子
島
に
漂
着
し
、
鉄
砲
が
伝
来

す
る
と
き
に
、
一
緒
に
伝
来
し
た
と
聞
き

ま
し
た
。
名
前
の
由
来
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
が
日
本
に
来
る
前
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
立

ち
寄
っ
た
こ
と
か
ら
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
カ

ボ
チ
ャ
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

絵
手
紙
と

お
ん
な
じ
南
瓜
届
き
け
り凡

茶

祠
堂
法
要
日
程

９
月
12
日（
日
）
午
前
9
時
半
か
ら
30
分
き
ざ
み

 
 

 

会
所
：
順
慶
寺
本
堂（
35
名
）

同
書
院（
15
名
）

同
庫
裏（
20
名
）

○
9
時
半
～
10
時
今
川
地
区
・
三
河
地
域

お
経
中
に
焼
香（
70
名
ま
で
）

○
10
時
半
～
11
時
泉
田
地
区
・
尾
張
地
区
他

お
経
中
に
焼
香（
70
名
ま
で
）

○
11
時
半
～　

倶
会
一
処
式

◎
倶
会
一
処
式
の
案
内
の
あ
る
方
は
、

こ
の
時
間
に
御
参
詣
く
だ
さ
い
。




