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◆◇ 心の世界の伝達 ◇◆
昔話にあるように、 昔から心の世界は、 一代おきの隔世で伝えられている。 父母には、 仕事に

忙しくゆっくりと世界を語る時間がない。 それに対して、 長い人生を生きて、 苦楽を噛みしめた

お年寄りは、 何かを伝えたい思いでいたところに孫がいる。 これが精神世界の伝達であった。

◇ 

安
ら
ぎ
に
至
る
道 

◇

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

「
一
つ
は
利
得
に
近
づ
く
道
、

も
う
一
つ
は
安
ら
ぎ
に
至
る
道
、

こ
の
よ
う
に
弁
わ
き
まえ
て
、

ブ
ッ
ダ
の
弟
子
で
あ
る
比び

丘く

は
、

尊
敬
さ
れ
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、

厭え
ん

離り

を
培
つ
ち
かう
べ
き
で
あ
る
」（
第
七
五
偈
）

と
い
う
一
節
か
ら
の
出
典
で
す
。

こ
の
一
節
は
、
昔
、
釈
尊
が
祇ぎ

園お
ん

精
し
ょ
う

舎じ
ゃ
に
滞
在
さ

れ
て
い
た
と
き
、
森
に
住
む
テ
ィ
ッ
サ
と
い
う
長
老
に

つ
い
て
説
か
れ
た
話
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

テ
ィ
ッ
サ
は
、
裕
福
な
家
庭
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、

七
歳
の
と
き
、
両
親
に
願
い
出
て
、
出
家
し
ま
し
た
。

テ
ィ
ッ
サ
は
、
出
家
し
て
親
族
か
ら
離
れ
て
生
活
し

よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
代
わ
る
代
わ
る
親
族
が
テ
ィ
ッ

サ
を
訪
ね
、
必
要
な
も
の
を
供
養
し
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
テ
ィ
ッ
サ
は
、
舎し
ゃ

利り

弗ほ
つ
の
教
え
を
受
け
て
、
森

の
中
で
一
人
修
行
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
托
鉢
の
た
め
に
森
か
ら
出
て
、
町
に

出
か
け
た
と
き
も
、「
安
ら
ぎ
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
」

「
苦
し
み
が
な
く
な
り
ま
す
よ
う
に
」
と
の
二
言
だ
け

を
語
っ
て
村
人
か
ら
の
供
養
を
受
け
た
と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
、
三
ヶ
月
後
に
、
遂
に
阿あ

羅ら

漢か
ん
と
な
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

あ
る
と
き
、
舎
利
弗
、
目も
く

連れ
ん

、
大だ
い

迦か

葉し
ょ
う、

富ふ

楼る

那な

な
ど
、

釈
尊
の
①

高
弟
が
多
く
の
弟
子
達
を
つ
れ
て
、
阿
羅

漢
に
達
し
た
テ
ィ
ッ
サ
を
祝
い
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

次
々
と
著
名
な
お
弟
子
が
来
ら
れ
た
こ
と
に
、
村
人

達
は
感
激
し
て
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
著
名
な
舎
利

弗
に
説
法
を
申
込
ま
し
た
が
、
受
け
入
れ
ず
、
舎
利

弗
は
テ
ィ
ッ
サ
に
説
法
を
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、

托
鉢
で
は
二
言
し
か
話
さ
な
か
っ
た
テ
ィ
ッ
サ
で
し
た

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
７
５
偈
よ
り

テ
ィ
ッ
サ
長
老
は
、
利
得
を
求
め

ず
森
に
入
る
が
、
長
老
の
語
る
言

葉
は
、
聞
く
人
々
を
感
銘
さ
せ
た

と
い
う
。
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暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
と
こ
ろ
の
連
日
の
猛
暑
に
、
順

慶
寺
の
墓
地
に
お
墓
参
り
を
さ
れ
る

方
々
も
、
手
拭
い
で
汗
を
ぬ
ぐ
っ
て
い

か
れ
ま
す
。
お
供
え
さ
れ
る
お
花
も
、

水
水
し
い
そ
の
姿
に
、
真
夏
の
太
陽
が

照
り
つ
け
て
か
わ
い
そ
う
な
位
で
す
。

お
墓
の
枯
れ
た
お
花
を
片
付
け
な
が

ら
、
昔
、
よ
く
お
寺
に
お
参
り
に
来
ら

れ
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、

「
こ
の
お
花
は
、
わ
し
ら
の
姿
だ
よ
。

若
い
時
は
き
れ
い
で
も
、
必
ず
枯
れ
て

い
く
か
ら
ね･･･

」

と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
の
を

思
い
だ
し
、
何
故
だ
か
そ
の
お
言
葉
が

ず
っ
と
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。

先
日
、
そ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
お

浄
土
へ
と
帰
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
人
生

の
宿
題
の
よ
う
に
置
い
て
行
っ
て
く
だ

さ
っ
た
、
そ
の
言
葉
で
す
。

枯
れ
て
い
く
自
分
を
想
像
す
る
の
は

辛
い
で
す
が
、
若
い
世
代
の
方
々
に
伝

え
て
い
き
た
い
お
心
だ
と
感
じ
て
い
ま

す
。

が
、
舎
利
弗
に
促
さ
れ
た
テ
ィ
ッ
サ
が
話

し
た
説
法
は
、
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
を
喜
ば

ず
、
利
得
の
道
か
ら
離
れ
、
た
だ
人
々
の

安
ら
ぎ
の
道
を
求
め
て
き
た
自
ら
の
道
の

こ
と
で
し
た
。
テ
ィ
ッ
サ
の
見
事
な
説
法

は
人
々
を
魅
了
し
、
人
々
を
感
動
さ
せ
ま

し
た
。

こ
の
こ
と
を
知
っ
た
釈
尊
は
、
テ
ィ
ッ

サ
の
道
を
得
難
い
勝
れ
た
道
と
し
て
褒
め

讃
え
た
と
い
い
ま
す
。

◇ 

幸
せ
は
待
っ
て
も
や
っ
て
来
な
い 

◇

こ
の
と
こ
ろ
の
地
球
環
境
は
、
温
暖
化

一
辺
倒
。
過
去
最
高
の
平
均
気
温
、
海
中

か
ら
水
蒸
気
が
あ
が
っ
た
こ
と
に
よ
る
豪

雨
災
害
、
異
常
気
象
に
よ
る
風
水
害
、
高

温
か
ら
お
こ
る
内
陸
の
乾
燥
に
よ
る
森
林

火
災
、
何
万
年
に
わ
た
っ
て
出
来
た
氷
河

の
崩
壊
、
氷
河
が
無
く
な
る
こ
と
に
よ
る

川
の
渇
水
、･･･

。
温
暖
化
の
影
響
を
議
論

す
る
限
り
、
こ
れ
か
ら
先
、
私
た
ち
の
未

来
が
明
る
く
な
る
要
素
は
な
く
、
温
暖
化

防
止
に
向
か
う
以
外
に
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。

目
先
の
利
益
、
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考

え
る
な
ら
ば
、
い
ま
す
ぐ
に
温
暖
化
対
策

を
せ
ず
と
も
、
先
送
り
し
て
い
く
の
も
手

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
や
り

方
で
は
、
こ
の
先
、
子
供
た
ち
の
世
界
に

安
ら
ぎ
を
与
え
る
こ
と
は
す
で
に
難
し
く

な
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

こ
こ
は
、
私
た
ち
が
利
得
を
求
め
て
生

き
た
道
を
反
省
し
、
た
と
え
人
々
か
ら
尊

敬
さ
れ
ず
と
も
、
一
人
一
人
が
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
無
駄
づ
か
い
を
減
ら
し
、
少
し
で
も
将

来
に
安
ら
か
さ
を
与
え
ら
れ
る
道
、
持
続

可
能
な
道
を
真
剣
に
模
索
す
る
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

テ
ィ
ッ
サ
の
ご
と
く
、
他
人
を
気
に
す

る
の
で
は
な
く
、
自
分
か
ら
始
め
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

①
【
十
大
弟
子
】　

釈
尊
の
弟
子
の
な
か
で
代
表
と
さ
れ
る
十
人

の
こ
と
。
最
初
期
に
は
特
定
の
弟
子
は
い
な

か
っ
た
が
、
大
乗
経
典
で
は
十
大
弟
子
の
呼

称
が
固
定
し
た
。

⑴
舎し

ゃ

利り

弗ほ
つ

ー
智
慧
第
一

⑵
目も

く

連れ
ん

ー
神
通
力
第
一

⑶
摩ま

訶か

迦か

葉
し
ょ
う

ー
頭づ

陀だ

（
苦
行
に
よ
る
清
貧

の
実
践
）
第
一

⑷
須し

ゅ

菩ぼ

提だ
い

ー
解げ

空く
う

（
す
べ
て
空
で
あ
る
と
理

解
す
る
）
第
一

⑸
富ふ

楼る

那な

ー
説
法
第
一

⑹
迦か

旃せ
ん

延ね
ん

ー
論
議
第
一

⑺
阿あ

那な

律り
つ

ー
天
眼
（
超
自
然
的
眼
力
）
第
一

⑻
優う

婆ば

離り

ー
持
律
（
戒
律
の
実
践
）
第
一

⑼
羅ら

睺ご

羅ら

ー
密
行
（
戒
の
微
細
な
も
の
ま

で
守
る
こ
と
）
第
一

⑽
阿あ

難な
ん

ー
多
聞
（
釈
迦
の
教
え
を
も
っ
と
も

多
く
聞
き
記
憶
す
る
こ
と
）
第
一

具
体
的
な
十
大
弟
子
信
仰
は
中
国
に
始

ま
っ
た
よ
う
で
奈
良
興
福
寺
の
彫
刻
は
と
く

に
有
名

《
第
四
〇
回  

安あ
ん　

居ご 

》

現
在
、
本
山
・
東
本
願
寺
と
大

谷
大
学
に
て
行
わ
れ
て
い
る
夏
安

居
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

安
居
と
は
お
釈
迦
様
の
時
代
か

ら
続
い
て
お
り
ま
す
、
雨
期
と
な

る
七
月
ご
ろ
に
一
時
定
住
し
て
行
わ

れ
る
僧

さ
ん

伽が

の
修
行
の
場
で
す
。

仏
教
の
宗
派
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
大
谷
派
に
お
い
て
は
、
ご
信

心
を
確
か
め
る
仏
法
聴
聞
の
場
で

す
。
二
週
間
の
学
び
で
は
、
正
直

分
か
ら
な
い
こ
と
も
沢
山
あ
り
ま

す
が
、
と
て
も
貴
重
な
時
間
を
頂

い
て
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。
お
盆
に
お
墓
参
り

を
さ
れ
る
方
は
、
多
く
の
人
が
ほ

お
づ
き
を
供
え
て
い
か
れ
ま
す
。

名
前
は
、「
ほ
ほ
つ
き
」（
頬
突
き
）
の
意
で
、

子
供
が
口
に
し
て
鳴
ら
す
頬
の
様
子
か
ら
だ

と
か
、「
オ
ホ
」
と
い
う
名
前
の
亀
虫
が
つ

き
や
す
か
っ
た
こ
と
か
ら
「
オ
ホ
ヅ
キ
」
と

な
り
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
「
ホ
オ
ヅ
キ
」
に

な
っ
た
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

お
盆
に
ほ
お
づ
き
が
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
ほ
お
づ
き
が
提
灯
の
よ
う
な

姿
を
し
て
い
る
の
で
、
ご
先
祖
様
が
、
娑
婆

世
界
に
お
帰
り
に
な
ら
れ
る
際
に
、
足
下
を

照
ら
す
意
味
や
場
所
を
知
ら
せ
る
意
味
が

あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
関
東
各
地
の
お
寺
で
、
お
盆
の
時

期
の
七
月
に
開
催
さ
れ
る
、「
四
万
六
千
日
」

（
四
万
六
千
日
分
の
ご
利
益
）
と
い
う
縁
日

に
、
ほ
う
づ
き
市
が
開
か
れ
た
こ
と
も
関
係

し
て
い
ま
す
。ほ
う
づ
き
市
で
有
名
な
浅
草
・

浅
草
寺
に
よ
る
と
、

「
ほ
お
ず
き
の
実
を
水
で
鵜
呑
み
（
丸
飲

み
）
す
れ
ば
、
大
人
は
癪
（
な
か
な
か
治
ら

な
い
持
病
）
を
切
り
、
子
供
は
虫
気
（
腹
の

中
に
い
る
と
考
え
ら
れ
た
虫
に
よ
る
腹
痛
な

ど
）
を
去
る
と
い
う
民
間
信
仰
が
あ
り
、
ほ

お
ず
き
を
求
め
る
人
で
賑
わ
っ
た
そ
う
で
あ

る
」（
浅
草
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
お
墓
に
お
供
え

す
る
鑑
賞
用
の
ほ
お
づ
き
は
毒
性
が
あ
る
の

で
、
食
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

今年のお盆もすぐで今年のお盆もすぐで
す。盆には、ほおづきす。盆には、ほおづき

をお供えすることが多いようにをお供えすることが多いように
思いますが、どうしてですか。思いますが、どうしてですか。

花

の

姿

コーナーコーナー



◆
責
役
総
代
会
を
開
催
＝ 

さ
る
７
月
14

日
、
順
慶
寺
に
て
定
例
責
役
総
代
会
が
開

催
さ
れ
た
。
会
議
で
は
、
令
和
４
年
度
順

慶
寺
会
計
報
告
、
令
和
５
年
度
護
寺
会
会

計
報
告
、
年
番
制
度
の
あ
り
方
な
ど
が
議

論
さ
れ
た
。

◆
刈
谷
市
仏
教
文
化
講
演
会
開
催
＝ 

さ

る
７
月
20
日
、
刈
谷
市
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

ア
イ
リ
ス
小
ホ
ー
ル
に
て
、
刈
谷
市
仏
教

会
主
催
の
仏
教
文
化
講
演
会
が
４
年
ぶ
り

に
開
催
さ
れ
た
。
講
師
は
、
東
京
大
学
の

牧
野
篤
先
生
、
㈱
寺
院
デ
ザ
イ
ン
の
薄
井

秀
夫
先
生
、
ア
ン
カ
ー
マ
ン
に
は
、
小
垣
江

町
の
法
栄
寺
住
職
の
林
道
隆
先
生
。
会
場

に
は
、
一
五
〇
名
ほ
ど
の
聴
衆
と
、
刈
谷
市

内
の
僧
侶
三
〇
名
ほ
ど
が
集
ま
り
、
熱
気

の
お
び
た
講
演
と
な
っ
た
。

こ
の
と
こ
ろ
、
様
々
な
会
議
で
は
、
ズ
ー

ム
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
リ
モ
ー
ト
会
議
を
す

る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
東
京
、
大
阪
、

九
州
な
ど
の
皆
さ
ん
と
一
同
に
会
し
て
で
き
る

シ
ス
テ
ム
で
、
遠
路
会
場
ま
で
行
っ
て
会
議

を
す
る
手
間
が
省
け
ま
す
。
た
だ
、
先
日
の

会
議
で
は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
が
一
字
間
違
っ
て
い

て
、一
時
会
議
が
開
催
で
き
な
い
ハ
プ
ニ
ン
グ
。

便
利
さ
と
不
便
さ
は
裏
腹
で
す
。（
住
）

･･･････････････････････････

連
日
の
猛
暑
日
で
干
か
ら
び
そ
う
で
す
。

最
近
は
５
０
０
㎖
の
水
筒
を
携
帯
し
て
い
ま

す
が
、
も
の
の
数
分
で
飲
み
切
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
屋
内
で
熱
中
症
に
な
る
こ
と
が
あ
る
そ

う
で
、
装
束
を
つ
け
て
の
行
動
は
余
計
に
汗

を
か
き
ま
す
か
ら
気
を
つ
け
た
い
と
こ
ろ
で

す
。（
若
）
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釋
宣
諭

7
月
4
日
寂 

川
本　

諭（
92
）

名
古
屋
市 

荻
山
恵
子
様
の
義
父

7
月
度
護
寺
会
物
故
者

さ
る
７
月
下
旬
に
、
愛
西
市
で
住
職
を

さ
れ
、
順
慶
寺
に
も
布
教
に
来
て
下
さ
っ

て
い
た
河
合
利
政
氏
か
ら
、
ダ
ン
ボ
ー
ル

箱
が
届
き
ま
し
た
。
中
を
開
い
て
み
る
と
、

な
ん
と
住
職
の
曾
祖
父
で
あ
る
、
十
八
世

住
職
・
良
因
氏
が
真
宗
大
学（
現
大
谷
大
学
）

在
学
中
に
、
筆
書
き
で
先
生
の
講
義
を
記

録
し
た
講
録
と
、
そ
れ
を
河
合
氏
が
全
部

解
読
し
て
、
綺
麗
な
冊
子
に
し
て
く
だ
さ
っ

た
も
の
で
し
た
。

十
八
世
良
因
氏
は
、
生
真
面
目
で
、
勉

強
熱
心
だ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

弟
は
、
専
超
寺
様
に
行
か
れ
た
清
水
俊
誠

氏
、「
お
た
り
き
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
同
朋
大

学
の
教
化
学
を
確
立
さ
れ
た
太
田
力
氏
、

一
高
を
卒
業
し
旧
制
第
六
校
の
校
長
先
生

を
さ
れ
た
池
浦
孝
忍
氏
が
お
ら
れ
、
と
も

に
八
十
代
ま
で
健
在
で
、
名
物
三
兄
弟
の

兄
と
し
て
名
高
い
存
在
で
し
た
。

残
念
な
こ
と
に
、
良
因
氏
は
、
三
十
六
歳

の
と
き
、
門
徒
で
チ
フ
ス
で
亡
く
な
っ
た
方

の
お
剃
刀
を
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
チ
フ
ス
に

罹
り
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
良
因
氏

が
早
逝
し
た
こ
と
で
、
長
男
で
あ
っ
た
十
九

世
良
雅
も
、
真
宗
大
学
を
中
退
し
て
若
く

し
て
住
職
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

今
回
送
っ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
明
治

三
十
六
年
に
講
義
さ
れ
た
、『
三さ
ん

経
ぎ
ょ
う

交こ
う

際ざ
い

辨べ
ん

』（
上
杉
文
秀
氏
口
述
）、『
無む

量
り
ょ
う

寿じ
ゅ

経
き
ょ
う

優う

婆ば

提だ
い

舎し
ゃ

願が
ん

生
し
ょ
う

偈げ

註
ち
ゅ
う

々
ち
ゅ
う

解げ

』（
小
原
一
朧

氏
口
述
）
の
二
つ
。
ど
れ
も
緻
密
で
、し
っ

か
り
と
し
た
筆
の
運
び
で
、
良
因
氏
の
学

究
意
欲
が
高
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
も
の

で
す
。

先
ず
は
、
盆
会
の
日
か
ら
、
盆
期
間
ま

で
本
堂
に
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で

す
。
興
味
の
あ
り
ま
す
お
方
は
、
是
非
ご

覧
下
さ
い
。

紫
光
院
釋
尼
妙
満

7
月
7
日
寂 

神
藤
ミ
ツ
子（
77
）

刈
谷
市 

神
藤
久
男
様
の
妻

晃
玉
院
釋
昭
幹

7
月
8
日
寂 

相
木
邦
昭（
80
）

大
府
市 

相
木
徹
様
の
父

徳
楽
院
釋
則
開

7
月
14
日
寂 

塚
本
則
文（
77
）

今
川
西
組 

塚
本
圭
様
の
父

行
游
院
釋
秀
芳

7
月
16
日
寂 

池
田
秀
幸（
73
）

大
久
屋
前
川
組 

久
保
光
江
様
の
弟

願
生
院
釋
尼
妙
政

7
月
20
日
寂 

志
水
政
子（
100
）

下
高
根 

志
水
利
雄
様
の
母

愛
西
市
・
西
乘
寺
住
職
、
河
合
利
政
氏
か
ら
、
こ
の
ほ
ど
順
慶
寺
十
八
世
・
良
因
氏
の
学

生
時
代
の
口
述
筆
記
が
見
つ
か
っ
た
と
、
実
物
を
届
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

さ
る
７
月
23
日
、
順
慶
寺
境
内
に
て
、

泉
田
ふ
れ
あ
い
朝
市
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

ふ
れ
あ
い
朝
市
は
、
泉
田
地
区
の
皆
さ

ん
が
、
様
々
な
も
の
を
持
ち
寄
っ
て
、
市
場

を
開
く
形
式
の
も
の
で
、
普
段
は
月
一
回
の

ペ
ー
ス
で
泉
田
八
王
子
神
社
で
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
回
、
は
じ
め
て
順
慶
寺
境

内
で
開
催
さ
れ
た
朝
市
で
は
、
野
菜
、
今

川
焼
き
、
み
た
ら
し
団
子
な
ど
が
並
び
、

地
区
の
方
、
順
慶
寺
の
関
係
者
な
ど
が
買

い
に
来
ら
れ
、
盛
況
と
な
り
ま
し
た
。

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

十
八
世
・
良
因
の
口
述
筆
記
見
つ
か
る

大
谷
大
学
在
学
中
の
記
録

１８世・良因氏の講録

ふ
れ
あ
い
朝
市
盛
況

朝市の様子（順慶寺境内）



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 火  （有志）寺カフェ（9：00～、順慶寺南落間他）
2 水
3 木  おみがきと大掃除（8：00、順慶寺） 木－１
4 金
5 土  盆会・宝物虫干し法要（13：00、順慶寺本堂）
6 日  順慶寺子ども会（9：00、順慶寺）
7 月
8 火
9 水 　 　　　　　宝物展示（順慶寺玄関にて）

10 木 木－２
11 金
12 土
13 日
14 月 　  盆期間特別照明・本堂空調
15 火

16 水  
17 木 木－３
18 金  真宗講座（19：00、順慶寺本堂）
19 土
20 日
21 月
22 火
23 水  上半期教化委員会（13：30、順慶寺玄関）
24 木  地蔵盆 木－４
25 金
26 土
27 日
28 月  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 火  祠堂法要事前連絡会（19：00、順慶寺玄関）
30 水
31 木

【
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
。

●
8
月
、
9
月
の
寺
カ
フ
ェ
に
つ
い
て

8
月
1
日
、
9
月
1
日
の
寺
カ
フ
ェ

で
は
、
夏
季
限
定
で
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー

の
準
備
を
い
た
し
ま
す
。
皆
さ
ん
お

誘
い
合
わ
せ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
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
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
盆
期
間
の
本
堂
等
の
空
調
に
つ
い
て

盆
期
間
（
8
月
13
日
～
15
日
）、
本

堂
で
は
、
午
前
７
時
～
午
後
６
時
の

あ
い
だ
、
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
。

な
お
、
本
年
の
盆
期
間
に
は
、
本
堂

で
の
冷
茶
等
の
準
備
を
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

ま
た
、
境
内
に
は
、
ミ
ス
ト
も
準
備

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
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おしらせ

そ
う
め
ん

み
な
さ
ん
、
い
よ
い
よ
梅
雨
が
明
け
て
、

夏
本
番
に
な
り
ま
し
た
ね
。
日
中
は
毎
日
体

温
く
ら
い
の
酷
暑
な
の
で
、
熱
中
症
に
な
ら

な
い
よ
う
に
、
体
調
の
管
理
に
は
気
を
つ
け

ま
し
ょ
う
。

暑
い
と
き
に
は
、
冷
た
い
も
の
が
食
べ
た

く
な
り
ま
す
。
と
く
に
、
冷
え
た
そ
う
め
ん

は
、
夏
場
に
は
本
当
に
ご
ち
そ
う
で
す
。

そ
う
め
ん
の
歴
史
は
、
昔
、
宮
中
で
七
夕

の
と
き
に
「
索
さ
く

餅べ
い

」
と
呼
ば
れ
た
餅
を
食
べ

た
の
が
始
ま
り
と
か
。
索
餅
は
、
熱
病
を
流

行
ら
せ
た
霊
鬼
神
が
子
供
時
代
好
き
な
料

理
で
祟
り
を
沈
め
る
と
さ
れ
て
い
た
そ
う
で

す
。
こ
れ
が
庶
民
に
拡
が
り
、
舌
触
り
の
よ

い
そ
う
め
ん
に
な
っ
て
、
七
夕
の
と
き
に
食

8
月
行
事
内
容 

詳
細

べ
る
風
習
が
で
き
た
そ
う
で
す
。

そ
う
め
ん
は
、
水
で
あ
ら
熱
を
取
っ
た
後
、

清
水
を
流
し
な
が
ら
よ
く
も
み
洗
い
す
る
と

お
い
し
く
な
る
そ
う
で
す
。

冷
素
麺

冷
素
麺

ゆ
と
り
あ
る
日
の
合
言
葉

ゆ
と
り
あ
る
日
の
合
言
葉

丹
羽
武
正

丹
羽
武
正

盆
会
・
お
虫
干
し
法
要

8
月
5
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
ま
で
、
コ
ロ
ナ
禍
体
制
の
も
と
、

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
。
来
年
度
か
ら
は
、
全

門
徒
あ
て
に
連
絡
い
た
し
ま
す
。

宝
物
展
示
期
間

8
月
5
日（
土
）
～
8
月
15
日（
火
）

8
月
5
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
。

午
前
７
時
か
ら
午
後
６
時
は
、
本
堂
北

隣
の
玄
関
を
開
放
し
ま
す
の
で
、
自
由

に
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

上
半
期
教
化
委
員
会

8
月
23
日（
水
）

	

午
後
1
時
30
分
～	

順
慶
寺
玄
関

順
慶
寺
の
例
会
等
の
役
員
に
よ
る
、
教

化
委
員
を
開
催
し
ま
す
。
コ
ロ
ナ
後
の

体
制
で
実
施
し
た
、
４
月
か
ら
の
例
会

の
内
容
を
検
討
し
ま
す
。


