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◆◇ ５０年に一度の大法要 ◇◆
五十年に一度の大法要。 大谷派では、 宗祖御遠忌、 蓮師御遠忌、 そして宗祖御誕生 ・ 立教

開宗の法要である。 この度、 宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年 ・ 立教開宗八百年法要に順慶

寺からは、 ４月１９日にバス一台 ・三十二名で本山 ・東本願寺に団参した。

◇ 

腹
を
た
て
た
も
の
が
自
滅
す
る 

◇

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

「
汚
れ
な
く
、
清
く

咎
の
な
い
人
を
傷
つ
け
る
人
に
は

災
い
が
戻
っ
て
く
る
。

風
に
向
か
っ
て
投
げ
た
塵
の
よ
う
に
」（
一
二
五
偈
）

と
い
う
一
節
か
ら
の
引
用
で
す
。

今
月
の
お
言
葉
は
、
仏
教
で
よ
く
言
う
①

自じ

業ご
う

自じ

得と
く
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
、
有
名
な
お
話
に
出
る
一

節
で
す
。

昔
、
釈
尊
が
祇
園
精
舎
に
滞
在
し
て
お
ら
れ
た
と

き
、
コ
ー
カ
と
い
う
猟
犬
を
使
う
猟
師
が
い
ま
し
た
。

あ
る
日
の
朝
早
く
、
コ
ー
カ
が
森
に
猟
に
出
か
け

る
と
、
道
の
途
中
で
、
早
朝
の
托
鉢
の
た
め
歩
い
て

い
る
比
丘
を
見
か
け
、
今
日
は
遇
っ
て
は
い
け
な
い

人
に
遇
っ
て
し
ま
っ
た
と
残
念
に
思
い
ま
し
た
。

案
の
定
、
そ
の
日
の
猟
は
不
猟
で
、
何
も
獲
物

が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
心
の
中
で
、
比
丘
を
怨

ん
で
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
こ
に
、
托
鉢
を
終
え
、

瞑
想
に
入
る
た
め
精
舎
に
戻
っ
て
き
た
比
丘
と
再
び

遭
遇
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
思
わ
ず
コ
ー
カ
は
、

「
今
日
、
お
前
に
出
く
わ
し
た
た
め
に
何
も
獲
物
が
な

か
っ
た
。か
わ
り
に
、私
の
犬
に
お
前
を
喰
わ
し
て
や
る
」

と
、
い
き
な
り
猟
犬
に
比
丘
を
襲
わ
せ
ま
し
た
。

比
丘
は
、
慌
て
て
木
の
上
に
登
り
ま
し
た
が
、
木

の
下
に
猟
犬
が
取
り
囲
み
、
大
声
で
吠
え
か
か
り
ま

し
た
。
コ
ー
カ
は
、「
も
う
、お
前
に
逃
げ
道
は
な
い
」

と
、
鏃
や
じ
りで
比
丘
の
足
を
突
き
始
め
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
鏃
を
何
度
も
突
き
刺
し
て
い
る
う
ち

に
、
比
丘
の
衣
に
ひ
っ
か
か
り
、
衣
が
脱
げ
て
、
コ
ー

カ
に
覆
い
被
さ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
何
を
間
違
え

た
か
、猟
犬
た
ち
が
衣
を
め
が
け
て
飛
び
つ
き
、コ
ー

カ
を
食
べ
始
め
、
つ
い
に
骨
だ
け
に
し
て
し
ま
し
た
。

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
一
二
五
偈
よ
り

あ
る
猟
師
が
、
釈
尊
の
弟
子
が
来

る
度
に
獲
物
が
獲
れ
な
い
こ
と
に

仕
返
し
を
す
る
が
、
逆
に
自
分
が

報
い
を
受
け
る
。
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こ
の
五
月
十
七
日
で
、
老
院
が
亡
く

な
っ
て
か
ら
、
ま
る
三
年
に
な
り
ま
す
。

あ
の
日
、
最
後
に
訪
問
看
護
で
す
っ

か
り
お
世
話
に
な
っ
た
看
護
師
さ
ん
が
、

「
今
は
混
乱
し
て
い
る
け
れ
ど
、
い
つ
の

日
か
必
ず
笑
顔
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
思

い
出
す
か
ら
ね
。」

と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
か
な
り
長
い
間
、
介
護

の
間
の
様
々
な
出
来
事
や
未
熟
な
自
分

の
後
悔
ば
か
り
が
湧
い
て
き
て
、
な
か

な
か
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
笑
っ
た
顔
を
思
い

浮
か
べ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
最
近
少
し
ず
つ
で
す
が
、
元
気
だ
っ

た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
思
い
出
す
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

何
よ
り
コ
ロ
ナ
元
年
の
五
月
、
緊
急

事
態
宣
言
の
中
で
の
密
葬
、
七
月
ま
で

ず
れ
込
ん
だ
本
葬
と
忌
明
法
要
、
ど
れ

も
ご
尽
力
く
だ
さ
っ
た
役
員
の
方
々
の
お

陰
様
で
し
た
。
そ
の
後
、
三
回
忌
ま
で

の
毎
年
の
法
要
で
は
、
多
く
の
御
門
徒

の
皆
さ
ま
に
お
手
伝
い
い
た
だ
き
、
感

謝
の
思
い
で
胸
が
熱
く
な
り
ま
す
。

今
は
、
ど
れ
も
大
切
な
思
い
出
で
す
。

目
の
前
の
あ
ま
り
の
光
景
に
、
比
丘
は

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
釈
尊
に
、
自
分
の
た

め
に
コ
ー
カ
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
懺
悔

し
に
行
き
ま
し
た
。

そ
の
時
、
釈
尊
は
、

「
彼
は
、
罪
の
な
い
も
の
に
腹
を
た
て
て

破
滅
し
た
の
で
す
」

と
諭
さ
れ
ま
し
た
。

◇ 

自
業
自
得
の
道
理 

◇

善
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
善
い
結
果
と
な

る
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
教
え
の
基
本
で
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
往
々
に
し
て
、
善
い

結
果
に
な
る
こ
と
ば
か
り
を
思
っ
て
、
欲
を

は
た
ら
か
せ
ま
す
。
欲
は
、
や
が
て
執
着
と

な
り
、
善
い
結
果
が
起
こ
ら
な
い
と
、
怒
り

や
憎
し
み
が
わ
い
て
来
ま
す
。

ま
た
、
善
い
こ
と
を
し
て
い
る
人
が
、
努

力
し
な
い
人
を
軽
蔑
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

た
と
え
善
い
こ
と
を
し
た
と
思
っ
て
い
る
人

が
う
ま
く
行
っ
て
も
、
結
局
有
頂
天
と
な
り
、

嫌
わ
れ
者
に
な
り
孤
立
し
て
い
き
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
ご
和
讃
で
、

「
②

自じ

力り
き

作さ

善ぜ
ん

の
ひ
と
は
み
な

仏ぶ
っ

智ち

の
不ふ

思し

議ぎ

を
う
た
が
へ
ば

自じ

業ご
う

自じ

得と
く
の
道ど
う

理り

に
て

七し
っ

宝ぽ
う

の
獄ご
く

に
ぞ
い
り
に
け
る
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
善
い
こ
と

を
し
よ
う
と
し
て
、
自
力
を
た
の
む
人
は
、

自
業
自
得
の
通
り
で
、
見
た
目
は
美
し
い

七
宝
で
造
ら
れ
た
牢
獄
に
入
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
善
い
こ
と
を
し
た
と
思
っ
て
、
自

分
だ
け
い
い
気
に
な
る
と
、
他
を
見
下
し

た
り
、
努
力
し
な
い
人
に
腹
を
た
て
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
と
教
え
て
下
さ
い
ま
す
。

意
外
に
も
、
自
分
は
善
い
こ
と
を
し
た

（
自
力
作
善
）
と
思
っ
て
、
努
力
し
な
い

人
に
腹
を
立
て
る
と
、
や
が
て
、
先
ほ
ど

の
コ
ー
カ
の
よ
う
な
骨
だ
け
に
さ
れ
る
の

は
、
自
分
自
身
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

①
【
自
業
自
得
】　

自
ら
な
し
た
行
為
の
果
報
は
自
ら
に
受
け

る
と
い
う
こ
と
。

元
来
、
業
と
は
行
為
の
こ
と
で
、
そ
れ
に

は
善
も
あ
れ
ば
悪
も
あ
り
、
善
の
行
為
を

し
た
場
合
は
楽
の
果
を
受
け
、
悪
の
行
為

を
し
た
場
合
は
苦
の
果
を
受
け
る
の
で
あ

る
。

本
来
は
、
主
体
的
な
行
為
・
責
任
を
強
調

し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
、
特
に

日
本
で
は
、
自
分
の
行
為
に
よ
っ
て
得
た

結
果
で
あ
る
か
ら
、
あ
き
ら
め
る
よ
り
仕

方
が
な
い
と
い
う
宿
命
論
的
な
意
味
に
解

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。（
岩
波
仏
教
辞
典

よ
り
）

②
【
自
力
作
善
】　

自
分
の
力
で
善
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る

こ
と
、
独
力
で
善
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と

思
う
こ
と
、を
意
味
す
る
語
。
親
鸞
が「
歎

異
抄
」
の
中
で
「
他
力
本
願
」
と
対
比
さ

せ
宗
教
的
に
は
正
し
く
な
い
あ
り
方
と
説

い
た
。（
実
用
日
本
語
表
現
辞
典
よ
り
）

《
第
三
十
七
回 

慶
讃
法
要
団
参
》

先
日
、
宗
祖
聖
人
御
生
誕

八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百

年
の
慶
讃
法
要
に
ご
門
徒
の
皆

さ
ん
と
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

前
回
本
山
を
訪
れ
た
の
は
教

師
を
取
得
す
る
た
め
の
修
練
の

時
で
し
た
の
で
、
大
変
久
し
ぶ

り
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

聖
人
生
誕
八
百
五
十
年
と
い

う
長
い
歴
史
の
感
慨
に
耽
り
つ

つ
、
大
勢
の
御
門
徒
の
方
々
と

お
参
り
が
つ
と
ま
っ
た
の
は
あ

り
が
た
い
ご
縁
だ
っ
た
な
あ
と

思
い
ま
す
。

大
河
ド
ラ
マ
の
「
ど
う
す
る
家

康
」
は
、
な
か
な
か
の
人
気
ら
し

い
で
す
ね
。
「
鳴
く
ま
で
待
と
う
ホ
ト
ト

ギ
ス
」
と
言
わ
れ
た
沈
着
冷
静
な
家
康
と

は
ひ
と
味
違
う
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
て
い
る

の
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

三
河
一
向
一
揆
は
、
三
河
を
治
め
る
家

康
が
、
お
寺
に
与
え
ら
れ
て
い
た
役
人
の

立
ち
入
り
を
免
除
さ
れ
る
特
権
（
不
入
の

権
）
を
解
除
す
る
と
通
達
し
た
こ
と
に
端

を
発
し
ま
す
。
三
河
に
は
、
有
名
な
三
ヶ

寺
（
本
証
寺
、
勝
鬘
寺
、
上
宮
寺
）
な
ど

が
あ
り
、
大
変
な
権
力
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
勢
力
が
中
心
と
な
り
、
家
康
に

対
抗
し
た
の
が
三
河
一
向
一
揆
で
す
。
テ

レ
ビ
を
見
て
い
た
ら
分
か
り
ま
す
ね
。

三
河
の
本
願
寺
門
下
の
寺
院
は
、
ほ
と

ん
ど
一
向
一
揆
に
関
わ
っ
た
と
言
っ
て
い
い

と
思
い
ま
す
。
順
慶
寺
の
あ
る
、
泉
田
町
は
、

絵
下
城
に
矢
田
作
十
郎
と
い
う
城
主
が
お
り
、

か
な
り
の
勢
力
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の

た
め
か
、
家
康
の
重
臣
で
あ
っ
た
、
渡
辺
・

蜂
谷
・
石
川
の
三
武
士
が
護
っ
て
い
た
蓮
如

上
人
の
絵
像
を
、
地
理
的
に
岡
崎
か
ら
離
れ

て
い
る
順
慶
寺
が
預
か
っ
て
、
お
護
り
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
矢
田
作
十
郎
は
、
一
向
一
揆

の
際
に
小
豆
坂
の
戦
い
で
討
ち
死
に
し
、

逆
賊
の
汚
名
の
ま
ま
に
な
り
ま
し
た
。
順

慶
寺
も
、
そ
れ
か
ら
百
年
ほ
ど
浄
土
真
宗

か
ら
改
宗
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

大河ドラマの「どうする大河ドラマの「どうする
家康」で、三河の一向家康」で、三河の一向

一揆がでてきたけど、順慶寺は一揆がでてきたけど、順慶寺は
関係あったんでしょうか。関係あったんでしょうか。

３
年
を
過
ぎ
て

コーナーコーナー



◆
教
化
予
算
委
員
会
開
催 

＝ 

さ
る
四
月

十
二
日
、
令
和
五
年
度
の
護
寺
会
予
算
を

審
議
し
、
令
和
四
年
度
の
教
化
事
業
の
見

直
し
を
す
る
委
員
会
が
、
各
例
会
役
員
を

中
心
と
し
た
教
化
委
員
に
よ
っ
て
開
催
さ

れ
た
。
席
上
、
令
和
４
年
度
教
化
白
書
が
、

事
務
局
よ
り
呈
示
さ
れ
、
内
容
を
了
承
し

た
。
希
望
者
に
は
、
条
件
付
き
で
白
書
の

閲
覧
も
許
可
さ
れ
る
。

◆
最
高
顧
問
会
議
開
催 

＝ 

さ
る
四
月

十
五
日
、
責
役
・
参
与
に
護
寺
会
執
行
部
が
、

令
和
五
年
度
の
事
業
な
ど
を
説
明
す
る
、

最
高
顧
問
会
議
を
開
催
。
今
回
よ
り
参
与

に
、
安
城
市
の
岡
本
清
氏
が
加
わ
っ
た
。

四
月
、
本
山
の
慶
讃
法
要
に
、
二
回
団
参
に

出
か
け
ま
し
た
。
今
回
の
法
要
は
、
す
べ
て
イ

ス
席
で
、
参
詣
者
へ
の
配
慮
を
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
御
影
堂
か
ら
出
る
際
に
は
、
参
務
直
々

に
参
詣
者
を
お
見
送
り
を
さ
れ
て
、
そ
の
細
や

か
な
心
配
り
に
感
心
し
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た

雰
囲
気
が
、本
山
の
至
る
所
ま
で
行
き
渡
る
と
、

宗
門
も
開
か
れ
て
く
る
と
感
じ
ま
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

連
日
の
黄
砂
で
車
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
が

曇
っ
た
よ
う
に
汚
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
軽
く

拭
い
た
だ
け
で
は
跡
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
っ
か
り
落
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
す
ぐ

汚
れ
て
し
ま
う
な
と
葛
藤
し
て
い
ま
す
。
煩
悩

と
同
じ
く
拭
い
去
り
が
た
い
で
す
ね
。（
若
）
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積
優
院
釋
尼
妙
幸

4
月
10
日
寂 

池
田
さ
ち
子（
91
）

山
ノ
端
組 

池
田
幸
雄
様
の
母

4
月
度
護
寺
会
物
故
者

四
月
、
コ
ロ
ナ
禍
も
よ
う
や
く
下
火
に
な

り
、
今
回
の
蓮
師
会
は
、
本
堂
の
入
堂
制
限

も
撤
廃
し
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
形
式
に
戻
し

た
形
で
、
法
要
を
実
施
し
ま
し
た
。
た
だ
、

政
府
の
五
類
指
定
が
な
さ
れ
る
前
で
あ
っ
た

た
め
、
お
斎
は
弁
当
と
な
り
、
お
茶
接
待
や

午
後
の
法
要
は
中
止
と
し
ま
し
た
。

蓮
師
会
の
両
日
と
も
絶
好
の
晴
天
。
本

堂
は
ほ
ぼ
満
堂
と
な
り
、
法
要
は
、
ま
ず
蓮

師
会
の
お
勤
め
か
ら
始
め
ま
し
た
。
午
前
の

み
の
法
要
で
し
た
が
、
三
十
名
ほ
ど
の
助
音

講
の
皆
さ
ん
が
先
導
し
て
、
張
り
の
あ
る
お

宣
陽
院
釋
桂
林

4
月
17
日
寂 

岡
本　

桂（
88
）

安
城
市 

岡
本
孝
一
様
の
父

勤
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
恒
例
と
な
っ
て
い
る
、
二
十
三

日
は
瀧
義
範
先
生
、
二
十
四
日
は
青
木
馨

先
生
に
四
十
分
あ
ま
り
の
短
い
時
間
で
し
た

が
、
一
席
法
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
両
先

生
と
も
、
蓮
如
上
人
の
教
え
を
踏
ま
え
た
、

分
か
り
や
す
い
お
話
で
し
た
。

三
年
ぶ
り
の
護
寺
会
総
会

今
年
か
ら
、
三
年
間
自
粛
し
て
い
た
、
護

寺
会
総
会
を
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
蓮

師
会
に
引
き
続
き
、
会
場
を
準
備
し
て
総

さ
る
四
月
二
十
三
日
、
二
十
四
日
の
両
日
、
順
慶
寺
二
大
法
要
の
一
つ
、
蓮
師
会
・
総
会

が
順
慶
寺
に
て
半
日
の
日
程
で
厳
修
さ
れ
、
多
く
の
参
詣
者
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

会
に
な
り
ま
し
た
。
総
会
の
最
初
は
、
護
寺

会
物
故
者
の
追
弔
会
。
自
粛
さ
れ
て
い
た
、

令
和
元
年
四
月
か
ら
令
和
五
年
三
月
ま
で
の

物
故
者
の
法
名
を
住
職
が
総
法
名
軸
に
書

き
足
し
、本
堂
北
余
間
に
掲
げ
、住
職
・
若
院
・

役
僧
の
読
経
の
中
、
遺
族
の
皆
さ
ん
が
法
名

前
で
焼
香
を
し
ま
し
た
。
焼
香
を
さ
れ
た

皆
さ
ん
が
、
故
人
の
法
名
を
確
認
さ
れ
る
た

め
に
法
名
前
に
集
ま
っ
た
た
め
、
法
名
前
は

一
時
人
だ
か
り
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
本
堂
に
大
型
ス
ク
リ
ー
ン
を

出
し
て
、
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
、
護
寺
会
総

会
を
し
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
た
総

会
は
、
今
回
が
初
め
て
で
し
た
が
、
令
和

四
年
度
の
行
事
報
告
・
決
算
報
告
、
令
和

五
年
度
の
新
任
役
員
の
選
出
・
行
事
計
画
・

予
算
案
な
ど
の
無
事
に
終
了
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

新
年
番
制
度
の
開
始

今
回
、
初
め
て
各
地
年
番
の
皆
さ
ん
に

法
要
当
日
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
庫
裏

で
法
要
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

本
堂
に
上
が
っ
て
い
た
、
お
華
束
の
袋
詰

め
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
法
要
の
雰

囲
気
や
内
容
を
共
有
し
て
い
た
だ
き
、
地

域
の
皆
さ
ん
に
オ
サ
ガ
リ
を
配
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
、
住
職
が
説

明
す
る
と
、
皆
さ
ん
納
得
し
て
お
参
り
く

だ
さ
り
、
法
要
終
了
後
、
オ
サ
ガ
リ
を
配

布
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

さ
る
四
月
十
五
日
、
誕
生
児
初
参
り
式
と

花
祭
り
を
実
施
。
三
年
ぶ
り
の
初
参
り
式
に

誕
生
児
は
十
一
名
の
申
込
。
家
族
も
参
加
さ

れ
、
華
や
か
な
式
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

花
御
堂
が
飾
ら
れ
、
花
祭
り
も
行
わ
れ
ま
し

た
。
当
日
、
雨
天
の
た
め
、
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
は

中
止
と
な
っ
た
の
が
残
念
で
し
た
。

護寺会追弔会点描護寺会追弔会点描

初参り式にお参りするご家族（順慶寺本堂）

法名軸に見入る物故者の家族（順慶寺本堂）

焼香への行列 読経する若院

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

蓮
師
会
・
護
寺
会
総
会
開
催

コ
ロ
ナ
自
粛
を
乗
り
越
え

初
参
り
と
花
祭
り
を
開
催



日 曜 行　事　内　容 掃除当番

1 月  （有志）寺カフェ（9：00～、順慶寺南落間他）
 お楽しみ会（14：00、順慶寺本堂）

2 火
3 水 憲法記念日
4 木 みどりの日 木－１
5 金 こどもの日
6 土
7 日
8 月
9 火

10 水
11 木 木－２
12 金
13 土  助音講（16：00、順慶寺玄関）
14 日  参門会（16：00、順慶寺玄関）
15 月  同朋ゼミ（14：00、順慶寺玄関）

16 火  
17 水
18 木  真宗講座（19：00、順慶寺本堂） 木－３
19 金  ２１組同朋教室（13：30、順慶寺）
20 土
21 日
22 月
23 火
24 水
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
30 火
31 水
6/1 木  （有志）寺カフェ（9：00～、順慶寺南落間他）

●
北
側
ス
ロ
ー
プ
工
事
開
始

護
寺
会
総
会
に
て
予
算
が
承
認
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
て
、
境
内
北
側
入
口

の
ス
ロ
ー
プ
の
工
事
が
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
イ
ー
ク
を
挟
ん
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

工
事
期
間
は
、
ス
ロ
ー
プ
付
近
は
進

入
禁
止
と
な
り
ま
す
の
で
、
御
参
詣

の
皆
さ
ん
、
通
行
の
皆
さ
ん
に
は
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

●
本
堂
の
水
受
け
排
水
工
事
に
つ
い
て

護
寺
会
総
会
の
予
算
承
認
を
受
け
て
、

本
堂
北
側
屋
根
の
雨
受
け
部
分
の
排

水
工
事
を
し
ま
す
。
参
詣
者
の
皆
さ

ん
に
は
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●
護
寺
会
費
等
の
お
集
め
に
つ
い
て

護
寺
会
総
会
の
予
算
承
認
を
受
け

て
、
護
寺
会
費
等
の
お
集
め
を
５
月

中
旬
よ
り
開
始
い
た
し
ま
す
。
組
の

あ
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
年
番
を
通

じ
て
お
願
い
し
ま
す
。
一
軒
ず
つ
の
方

は
、
事
務
局
よ
り
送
付
す
る
コ
ン
ビ

ニ
振
替
用
紙
で
お
願
い
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
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おしらせ

よ
も
ぎ

み
な
さ
ん
、
い
よ
い
よ
花
の
五
月
で

す
ね
。
今
年
は
、
花
の
咲
く
の
が
早
く
、

京
都
で
も
四
月
中
に
フ
ジ
や
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
、

皐
月
な
ど
が
咲
い
て
い
ま
す
。
や
は
り
、

温
暖
化
の
影
響
で
し
ょ
う
か
。

春
に
は
、
草
餅
が
よ
く
出
て
い
ま
す
ね
。

小
さ
い
と
き
は
、
ヨ
モ
ギ
の
少
し
癖
の
あ

る
匂
い
と
苦
み
が
嫌
い
で
し
た
が
、
今
は
、

ア
ン
コ
の
甘
味
が
い
い
の
で
美
味
し
く
感

じ
ま
す
。
し
か
し
、
ヨ
モ
ギ
を
最
初
に
食

べ
た
人
は
、
美
味
し
い
と
感
じ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
ヨ
モ
ギ
の
栄
養
は
侮
れ
な

い
で
す
よ
。
調
べ
て
み
ま
す
と
、
食
物
繊

維
は
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
の
三
倍
、
貧
血
予
防

5
月
行
事
内
容 

詳
細

の
ク
ロ
ロ
フ
ィ
ル
が
豊
富
で
、
発
が
ん
予

防
の
β
カ
ロ
テ
ン
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｋ
な
ど
の

が
含
ま
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
草
餅
で
食

べ
れ
ば
結
構
美
味
し
い
の
で
、
薬
に
な
る

な
ら
、
太
ら
な
い
程
度
に
食
べ
て
も
バ
チ

は
当
た
り
ま
せ
ん
ね
。

餅
草
の

餅
草
の匂

ふ
匂
ふ
蓆蓆
む
し
ろ

む
し
ろを
た
た
み
ぬ

を
た
た
み
ぬ

室
生
犀
星

室
生
犀
星

岡
崎
教
区
第
二
十
一
組 

同
朋
教
室

5
月
19
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～ 

順
慶
寺
本
堂

 

講
師  

元
同
朋
大
学
学
長 

尾
畑
文
正
氏

 

講
題 「
社
会
に
関
わ
る
真
宗
」

 

会
費　

千
百
円
（
二
回
通
し
）

富
士
松
地
域
に
あ
る
真
宗
寺
院
七
ヶ

寺
で
組
織
す
る
、
岡
崎
教
区
第

二
十
一
組
の
同
朋
教
室
が
順
慶
寺
を

会
所
に
開
催
さ
れ
ま
す
。
講
師
は
、

現
在
も
中
日
新
聞
の
宗
教
欄
で
の
執

筆
を
続
け
ら
れ
て
い
る
、
同
朋
大
学

元
学
長
の
尾
畑
文
正
氏
。
尾
畑
先
生

は
、
今
回
初
め
て
順
慶
寺
に
来
寺
さ

れ
ま
す
。

お
問
合
せ
申
込
は
、順
慶
寺
ま
で
（
５

月
７
日
〆
切
）。

同
朋
教
室
は
、
毎
年
５
月
・
６
月
の

二
回
、
七
ヶ
寺
の
回
り
持
ち
で
開
催

さ
れ
て
お
り
、
近
々
に
帰
敬
式
を
受

式
さ
れ
た
方
も
講
座
に
参
加
さ
れ
る

よ
う
に
促
し
て
い
ま
す
。
次
回
６
月

の
開
催
は
、
６
月
21
日
に
今
川
町
の

乘
蓮
寺
で
行
い
ま
す
。

蓮
師
会
特
別
寄
進

タ
ケ
ノ
コ（
北
尾
・
相
木
国
男
様
）、
御
仏
供

米
60
㎏（
今
川
西
・
塚
本
敬
氏
）、
お
斎
用
野

菜（
山
ノ
端
・
鈴
木
市
成
氏
）、
他
多
数


