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◆◇ 教化委員会 ◇◆
順慶寺には、 順慶寺全門徒で組織する護寺会と、 例会等の役員で組織する教化委員会が存在する。 護寺

会は順慶寺の護持を担当し総代が会務を遂行するが、 年齢・性別など様々なご縁で順慶寺に集まって組織

した例会を、各役員が推進する。 教化委員会は、例会の問題や寺院の活動について検討する役員会である。

◇ 

悪
い
結
果
に
は
原
因
が
あ
る 

◇

今
年
の
夏
も
例
年
以
上
に
過
酷
な
暑
さ
が
続
い
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
求
め
て
き
た
経
済
発
展

の
裏
側
に
、
大
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
、
地
球
に

負
荷
を
か
け
続
け
て
き
た
結
果
、
地
球
が
病
ん
で
発

熱
し
た
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
欲
を
持
つ
こ
と
は
人
間

と
し
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

地
球
に
対
し
て
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
や
が
て
災
い

と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

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

「
私
は
そ
の
果
報
を
被
ら
な
い
と
思
い

悪
い
行
な
い
を
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
。

水
は
一
滴
ず
つ
し
た
た
り
落
ち

水
瓶
を
満
た
す
。

愚
か
者
は
、
悪
い
行
な
い
を
少
し
ず
つ
重
ね

や
が
て
災
い
に
満
た
さ
れ
る
。」（
第
一
二
一
偈
）

と
い
う
言
葉
か
ら
選
び
ま
し
た
。

今
月
の
言
葉
は
、
釈
尊
が
祇
園
精
舎
に
居
ら
れ
た

と
き
の
お
話
か
ら
で
す
。

釈
尊
の
弟
子
の
中
で
、
ベ
ッ
ド
や
イ
ス
な
ど
の
資
具

を
外
で
使
い
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
癖
の
あ
る
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。
い
つ
も
そ
の
ま
ま
に
放
置
す
る
の
は
、

次
に
使
い
や
す
い
よ
う
に
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
い
く
ら
他
の
弟
子
た
ち
か
ら
注
意
さ
れ
て
も
、

「
大
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
外
に
置
き
続
け
た
た
め
、
雨

に
う
た
れ
、
熱
波
に
あ
た
り
、
白
蟻
に
も
襲
わ
れ
て
、

や
が
て
朽
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
後
悔
し

た
弟
子
に
、
釈
尊
は
、

「
例
え
ば
、
露
地
に
置
か
れ
た
口
の
開
い
て
い
る
容

器
に
雨
が
降
っ
て
も
、
一
滴
で
は
満
た
な
い
が
、
降

り
続
け
れ
ば
や
が
て
容
器
は
水
で
一
杯
に
な
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
、
悪
を
行
な
う
人
は
、
次
第
に
大
き
な
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今
年
も
厳
し
い
暑
さ
の
夏
が
や
っ
て

き
ま
し
た
。

「
夏
は
夜　

月
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
」

大
河
ド
ラ
マ
で
今
話
題
の
『
枕
草
子
』

の
一
節
で
す
。
そ
し
て
、
異
常
気
象
の
今

だ
か
ら
こ
そ
、
な
お
さ
ら
共
感
で
き
る
一

文
で
す
。

と
に
か
く
朝
一
番
の
セ
ミ
の
大
合
唱
か

ら
始
ま
り
、
日
中
は
セ
ミ
が
鳴
き
止
む

ほ
ど
の
大
変
な
暑
さ
。
セ
ミ
も
め
げ
て

し
ま
う
ほ
ど
の
気
温
な
の
で
、
何
を
し

て
も
汗
び
っ
し
ょ
り
に
な
り
ま
す
。

千
年
前
の
平
安
時
代
の
人
々
の
暮
ら

し
の
中
に
は
エ
ア
コ
ン
は
も
ち
ろ
ん
扇
風

機
も
な
く
、
シ
ャ
ワ
ー
浴
び
る
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
。
き
っ
と
昼
間
は
き
つ
か
っ

た
の
で
す
ね
。
今
ほ
ど
の
温
暖
化
の
夏

で
は
な
く
と
も
、
日
没
後
の
夜
に
ホ
ッ

と
す
る
感
覚
は
十
分
に
理
解
で
き
ま
す
。

今
で
は
夜
ま
で
窓
を
閉
め
て
ク
ー

ラ
ー
を
つ
け
て
い
る
の
で
、
外
で
虫
が

飛
び
交
う
様
を
愛
で
る
こ
と
は
考
え
ら

れ
ま
せ
ん
。
令
和
の
夏
は
酷
暑
で
す
が
、

夜
の
束
の
間
の
時
間
、
ホ
ッ
と
し
な
が

ら
頑
張
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

悪
の
山
を
作
り
ま
す
」

と
諭
し
た
と
い
い
ま
す
。

◇ 

「
お
れ
が
」
と
い
う
不
善 

◇

『
①

歎
異
抄
』
に
、

「
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ

ざ
る
な
り
」（『
歎
異
抄
』
後
序
）

と
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
の
第
一
人
者

で
仏
教
に
も
造
詣
の
深
い
、
②

森
政
弘
先

生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
で
す
が
、

「
五
本
の
指
の
一
本
一
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
動
き
と
働
き
を
し
な
が
ら
、
全
体

と
し
て
実
に
調
和
の
取
れ
た
動
き
を
す
る

ん
で
す
。
親
指
と
人
差
し
指
と
中
指
が
協

力
し
て
ペ
ン
を
持
ち
、
小
指
と
薬
指
が
紙

面
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
、

無
意
識
の
う
ち
に
実
に
み
ご
と
に
協
力
し

て
い
る
。
ど
の
指
も
「
お
れ
が
」「
お
れ

が
」
な
ど
と
我
を
張
ら
な
い
。
小
指
な
ん

か
、
と
か
く
存
在
を
無
視
さ
れ
が
ち
で
す

が
、
小
指
が
な
い
と
金
づ
ち
で
ク
ギ
を
打

つ
こ
と
す
ら
で
き
な
い
ん
で
す
よ
」

と
、
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

私
た
ち
は
無
意
識
の
う
ち
に
バ
ラ
ン
ス

を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ

に
「
お
れ
が
」
と
い
う
我
が
入
る
と
、
一

気
に
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
て
し
ま
う
の
で
す
。

「
仏
教
で
善
と
い
え
ば
、
仏
（
如
来
）
の

真
実
の
こ
こ
ろ
の
性
質
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
救
う
こ
と
の
で
き
る
永
遠
に
変

わ
ら
ぬ
価
値
観
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て 
悪
（
不
善
）
と
い
え
ば
、

迷
い
の
も
の
の
い
つ
わ
り
の
こ
こ
ろ
の
性

質
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
救
う
こ
と

が
で
き
ず
、
こ
ろ
こ
ろ
と
変
化
し
続
け
る

価
値
観
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。」

と
、
岐
阜
聖
徳
大
学
の
蜷
川
祥
美
氏
は

指
摘
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に
潜
む
悪
の

本
質
を
見
つ
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
【
歎
異
抄
】　

本
書
に
は
著
者
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
諸
説
が
あ
る
が
、
本
文
中
に
そ
の

名
が
見
ら
れ
る
唯
円
房
を
著
者
と
す
る
説

が
有
力
で
あ
る
。

　

ま
ず
巻
頭
に
、
撰
述
の
意
図
を
示
し
た

漢
文
の
序
が
あ
り
、
続
く
本
文
は
、
著
者
が

直
接
聖
人
か
ら
聞
い
た
法
語
を
収
録
し
た

前
半
の
10
条
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
誤
っ
た
考
え

を
挙
げ
て
著
者
自
身
の
歎
異
を
述
べ
る
後

半
の
8
条
と
に
分
れ
、
最
後
に
、
聖
人
の
法

語
を
回
顧
（
後
序
）
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め

て
悲
歎
の
お
も
い
を
述
べ
て
い
る
。（
Ｗ
ｉ

ｋ
ｉ
Ａ
ｒ
ｃ
よ
り
）

②
【
森
政
弘
】　

日
本
の
工
学
者
、
仏
教
徒
。
東
京
工
業
大

学
名
誉
教
授
、
工
学
博
士
。
オ
ー
ト
メ
ー

シ
ョ
ン
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
研
究
で
先
駆
的
な

研
究
実
績
を
持
ち
、
創
造
性
や
仏
教
に
関

す
る
著
書
や
講
演
も
多
い
。
ロ
ボ
ッ
ト
コ

ン
テ
ス
ト
の
創
始
者
で
あ
り
、「
ロ
ボ
コ
ン

博
士
」
の
異
名
も
持
つ
。（W

IKIPED
IA

）

《
第
五
二
回
　
地
獄
寺 

》

先
日
大
学
の
講
義
で
「
タ
イ
の
地

獄
寺
」
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

地
獄
寺
と
は
、
タ
イ
に
あ
る
地
獄

を
表
現
し
た
寺
院
の
総
称
で
い
く
つ

も
あ
る
そ
う
で
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し

い
も
の
か
ら
、
可
愛
ら
し
い
も
の
ま

で
様
々
な
地
獄
の
様
相
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
で
す
。

子
供
の
教
育
の
た
め
に
地
獄
の
様

子
を
見
せ
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
よ

う
で
、
日
本
で
も
悪
い
こ
と
す
る
と

閻
魔
さ
ん
に
舌
を
抜
か
れ
る
よ
、
と

教
え
る
よ
う
な
感
じ
な
の
か
な
あ
と

思
い
な
が
ら
聞
い
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
お
盆
は
、

ほ
と
ん
ど
の
方
が
里
に
帰
り
、

お
墓
参
り
を
さ
れ
ま
し
た
。
お
盆
は
、
お

墓
参
り
を
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
常
識

だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

順
慶
寺
の
境
内
に
あ
る
墓
地
に
も
、
お

盆
に
な
る
と
大
変
た
く
さ
ん
の
皆
さ
ん
が

お
参
り
に
来
ら
れ
ま
す
。
普
段
は
な
か
な

か
来
ら
れ
な
い
若
い
方
々
や
ご
遠
方
の

方
々
も
お
参
り
さ
れ
ま
す
の
で
、
一
年
の

な
か
で
最
も
活
気
に
あ
ふ
れ
る
期
間
と

い
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

お
墓
参
り
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
す
か
、

と
い
う
質
問
で
す
が
、
こ
れ
は
、
お
寺
の

方
か
ら
は
何
も
決
ま
り
を
作
っ
て
い
ま
せ

ん
と
い
う
の
が
答
え
に
な
り
ま
す
。
お
寺

か
ら
は
、
御
本
尊
様
の
安
置
さ
れ
て
い
る

御
内
仏
に
関
し
て
は
、
お
敬
い
の
仕
方
を

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
お
墓

に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
お
参
り

く
だ
さ
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
お
墓
で
お

念
仏
を
称
え
て
も
、
般
若
心
経
を
上
げ
る

こ
と
も
自
由
で
す
。

お
墓
参
り
に
決
ま
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

お
亡
く
な
り
な
ら
れ
方
々
へ
の
敬
意
を
示

す
た
め
に
、
生
花
を
あ
げ
る
こ
と
、
お
参

り
を
し
っ
か
り
す
る
た
め
に
、
ロ
ー
ソ
ク

と
線
香
は
必
要
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

他
の
お
供
え
は
、
自
由
に
し
て
い
た
だ
い

て
結
構
で
す
が
、
お
供
え
し
た
も
の
は
、

必
ず
持
ち
帰
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

お盆にお墓参りをすお盆にお墓参りをす
るけど、何か決まりるけど、何か決まり

事はあるのかなぁ？事はあるのかなぁ？

「
令
和
の
夏
」

コーナーコーナー



◆
定
例
責
役
総
代
会
開
催
＝ 

さ
る
7
月

14
日
、
上
半
期
責
役
総
代
会
が
順
慶
寺
玄

関
に
て
開
催
さ
れ
た
。
会
議
で
は
、
住
職

が
執
行
し
て
い
る
令
和
5
年
度
順
慶
寺
予

算
の
審
議
、
上
半
期
の
護
寺
会
事
業
報
告

と
会
計
報
告
な
ど
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、

護
寺
会
主
催
の
報
恩
講
、
蓮
師
会
の
参
詣

者
を
増
や
す
方
策
が
検
討
さ
れ
た
。

◆
上
半
期
教
化
委
員
会
開
催
＝ 

さ
る
7

月
26
日
、
上
半
期
教
化
委
員
会
が
開
催
さ

れ
た
。
会
議
で
は
、
真
宗
講
座
の
あ
り
方
、

大
法
要
で
の
参
詣
者
に
つ
い
て
、
白
蟻
措

置
に
つ
い
て
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
た
。

昔
、
日
本
人
は
自
然
と
共
生
し
て
生
き
て

い
ま
す
と
習
い
ま
し
た
。
自
然
を
生
か
し
た

庭
や
土
壁
の
家
屋
な
ど
が
そ
う
し
た
面
を
象

徴
す
る
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今

や
温
暖
化
が
進
み
、
庭
木
は
枯
れ
て
い
き
ま

す
し
、
土
壁
で
涼
し
く
感
じ
る
こ
と
は
な
く

な
り
ま
し
た
。
自
然
と
闘
わ
な
く
て
は
い
け

な
く
な
っ
た
と
感
じ
ま
す
。（
住
）

･･･････････････････････････

日
中
の
セ
ミ
も
お
と
な
し
く
な
る
ぐ
ら
い

の
暑
さ
が
続
き
ま
す
。
特
に
車
に
乗
る
と
き

は
、
暑
さ
を
実
感
す
る
瞬
間
で
す
。
こ
の
暑

さ
に
慣
れ
る
日
は
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。（
若
）
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澄
観
院
釋
尼
妙
久

6
月
29
日
寂 

鈴
木
久
美（
86
）

山
ノ
端
組 

鈴
木
浩
司
様
の
母

７
月
度
護
寺
会
物
故
者
（
敬
称
略
）

防
蟻
工
事
完
了

さ
る
、
７
月
４
日
・
５
日
の
両
日
、
春
日

井
市
の
㈱
雨
宮
シ
ロ
ア
リ
に
よ
っ
て
、
順
慶

寺
本
堂
お
よ
び
庫
裏
の
防
蟻
工
事
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
防
蟻
工
事
は
、
当
初
、
令
和
６

年
度
護
寺
会
予
算
案
に
な
か
っ
た
作
業
で

す
。
予
算
案
が
４
月
の
護
寺
会
総
会
で
可

決
さ
れ
た
時
点
で
は
防
蟻
作
業
が
あ
る
こ

と
は
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
５
月
に
な
っ
て

か
ら
、
御
遠
忌
の
際
に
防
蟻
措
置
を
し
て
か

ら
五
年
が
経
過
し
て
、
防
蟻
措
置
の
保
証
期

間
が
切
れ
た
た
め
、
再
度
の
防
蟻
措
置
が
必

要
で
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、

釋
實
乘

7
月
2
日
寂 

三
浦　

實（
83
）

泉
田
町 

三
浦
達
明
様
の
父

急
遽
総
代
で
話
合
い
が
持
た
れ
、
防
蟻
措

置
を
最
優
先
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

防
蟻
工
事
の
当
日
は
、
35
度
を
越
え
る

暑
さ
の
中
で
、
雨
宮
シ
ロ
ア
リ
の
作
業
員
の

三
人
の
皆
さ
ん
が
、
作
業
着
に
気
密
性
の
高

い
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
、
本
堂
の
床
下
、
庫

裏
の
床
下
に
入
り
、
汗
だ
く
に
な
っ
て
作
業

を
さ
れ
ま
し
た
。

防
蟻
措
置
を
施
し
て
い
る
間
に
、
床
下
の

各
所
を
点
検
し
た
と
こ
ろ
、
五
年
前
に
確
認

さ
れ
た
白
蟻
被
害
以
外
に
新
た
に
被
害
が

拡
大
さ
れ
た
箇
所
は
な
く
、
五
年
間
効
果

が
持
続
で
き
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
防
蟻
措
置
が
完
了
し
た
こ
と
か
ら
、
こ

の
先
五
年
間
は
白
蟻
に
対
す
る
予
防
が
で

き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

床
下
換
気
扇
も
設
置

な
お
、
今
回
の
工
事
で
は
、
本
堂
の
床
下

に
床
下
の
湿
気
対
策
と
し
て
、
床
下
換
気
扇

が
四
ヵ
所
に
配
置
さ
れ
ま
し
た
。
日
中
、
換

気
扇
が
回
り
続
け
る
こ
と
で
、
床
下
を
乾
燥

さ
せ
、
白
蟻
が
侵
入
し
に
く
い
環
境
に
な
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
床
下

換
気
扇
は
、
タ
イ
マ
ー
に
よ
っ
て
、
自
動
運

転
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
、
五
年
ご
と
に
防
蟻
措
置
を
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
に
、
護
寺
会
で
は
、
毎
年

予
算
を
計
上
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
役
員

の
間
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

釋
政
了

7
月
6
日
寂 

宮
田
政
年（
73
）

泉
田
町 

宮
田
豊
様
の
兄

釋
玄
猛

7
月
11
日
寂 

岡
本　

猛（
83
）

市
場
上
組 

岡
本
道
明
様
の
兄

優
駿
院
釋
満
誠

7
月
12
日
寂 

石
川
満
儀（
72
）

下
高
根 

石
川
幹
洋
様
の
父

報
恩
院
釋
尼
妙
正

7
月
15
日
寂 

岡
本
正
枝（
99
）

市
場
下
組 

岡
本
巧
様
の
母

真
入
院
釋
幸
縁

7
月
1
日
寂 

中
村
幸
雄（
87
）

今
川
町 

中
村
文
俊
様
の
父

順
慶
寺
境
内
に
置
か
れ
て
い
る
ハ

ス
の
鉢
か
ら
、
今
年
も
満
開
の
ハ
ス

の
花
が
咲
き
誇
り
ま
し
た
。

ハ
ス
の
花
は
、
総
代
Ｏ
Ｂ
会
の
中

で
５
名
の
方
が
毎
年
冬
の
間
に
鉢
の

土
の
入
れ
替
え
を
し
て
、
お
世
話
を

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

今
年
は
、
役
員
さ
ん
が
八
重
咲
き

の
ハ
ス
の
種
を
安
城
市
の
本
證
寺
さ

ん
か
ら
買
っ
て
き
て
、
立
派
な
花
を

咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
年
も
ハ
ス
満
開

八重咲きのハス（順慶寺境内）

７
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

庫裏の防蟻措置をする業者

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

防
蟻
被
害
の
拡
大
確
認
さ
れ
ず

五
年
に
一
度
の
防
蟻
工
事



日 曜 行　事　内　容 掃除当番

1 木
 （有志）寺カフェ（9：00～、順慶寺南落間他）

木－１ 順慶寺こども会（9：00～、寺カフェと共催）
 おみがき・大掃除（8：00～、順慶寺）

2 金
3 土  盆会・寺宝風入会（13：00～、順慶寺本堂）
4 日  　 
5 月
6 火
7 水
8 木 木 -2
9 金

10 土
11 日
12 月
13 火
14 水 　  盆期間特別照明・本堂空調

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

宝
物
展
示（
順
慶
寺
玄
関
に
て
）

【
お
願
い
】
盆
期
間
他
の
お
墓
で
の
お
供
え
も
の

は
、
お
参
り
後
で
き
る
だ
け
持
ち
帰
っ
て
下
さ
い
。

●
７
月
28
日
か
ら
ミ
ス
ト
お
目
見
え

例
年
の
酷
暑
対
策
と
し
て
、
順
慶

寺
墓
地
前
に
あ
る
ブ
ラ
ン
コ
前
に
ミ

ス
ト
を
設
置
し
ま
す
。
設
置
期
間
は
、

7
月
28
日
か
ら
8
月
27
日
ま
で
の
ひ

と
月
間
、
午
前
8
時
か
ら
午
後
6
時

ま
で
。

●
盆
期
間
特
別
照
明
・
本
堂
空
調

に
つ
い
て

今
年
も
8
月
13
日
か
ら
15
日
ま
で

の
間
、
順
慶
寺
本
堂
・
墓
地
等
に
は
、

夜
間
特
別
照
明
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

照
明
実
施
時
間
は
、
午
後
6
時
か
ら

午
後
9
時
ま
で
。

ま
た
、
近
年
の
気
温
上
昇
に
よ
り
、

参
詣
に
来
ら
れ
た
方
の
熱
中
症
が
懸

念
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
盆
期
間

の
本
堂
開
扉
時
間
（
午
前
6
時
か
ら

午
後
9
時
）
に
は
、
本
堂
内
に
は
終

始
空
調
を
効
か
せ
て
お
き
ま
す
。ゆ
っ

く
り
お
参
り
し
休
憩
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
本
堂
に
冷
た
い
お
飲
み
物
を

準
備
し
て
お
き
ま
す
の
で
、
ご
自
由

に
お
飲
み
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

８月の主な行事予定
2024 年 8 月号　　　　【4】

おしらせ

山
の
日

み
な
さ
ん
、
梅
雨
が
明
け
て
か
ら
、
毎

日
酷
暑
と
い
う
か
、
焼
け
付
く
よ
う
な
日

が
続
い
て
い
ま
す
が
、
お
元
気
で
し
ょ
う

か
。
日
中
、
外
に
出
て
も
ほ
と
ん
ど
人
に

会
い
ま
せ
ん
。
危
険
な
暑
さ
で
、
み
な
さ

ん
身
を
護
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

８
月
11
日
が
山
の
日
と
い
う
休
日
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
か
。
８
月
は
、

夏
休
み
で
休
日
な
の
で
、
あ
ま
り
意
識
を

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

由
来
を
聞
い
て
み
る
と
、
昔
か
ら
、
日

本
人
は
働
き
す
ぎ
な
の
で
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ

イ
ー
ク
に
「
国
民
の
休
日
」「
み
ど
り
の
日
」

が
作
ら
れ
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
お
盆
で
も

「
山
の
日
」
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ

8
月
行
事
内
容 

詳
細

た
そ
う
で
す
。

た
だ
、
お
盆
前
の
８
月
12
日
は
、
日
航

ジ
ャ
ン
ボ
の
墜
落
事
故
が
あ
っ
て
、
国
民

的
な
慰
霊
の
日
で
あ
る
た
め
、
一
日
前
の

８
月
11
日
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

山
の
日
に

山
の
日
に

染
め
あ
げ
ら
れ
し

染
め
あ
げ
ら
れ
し
赤赤あ
か
あ
か

蜻蜻と
ん
と
ん

蛉蛉ぼぼ

吉
村
ひ
さ
志

吉
村
ひ
さ
志

盆
会
・
寺
宝
風
入
会

8
月
3
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
。

都
合
に
よ
り
、
本
年
も
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
し
た
。
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

宝
物
展
示
期
間

8
月
3
日（
土
）
～
8
月
15
日（
木
）

8
月
3
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
8
時
か
ら
午
後
5
時
開
催
。


