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【1】　　　　2025 年 2月 28 日発行

◆◇ 奥座敷での交代会 ◇◆
順慶寺では、三年に一度、護寺会執行部総代の交代時に奥座敷を使って交代会を催している。 奥座敷は、

通常、 大法要などの際に布教師の先生や法中を接待する部屋となっているが、 特別な引継となる執行部

交代会で使用している。 この日、 護寺会執行部の方はお客さんとして、 寺から接待を受ける。

◇ 

欲
張
る
こ
と
は
自
滅
を
呼
ぶ 

◇

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

「
愚
か
者
は
、
知
識
と
名
声
を
得
て
も

つ
い
に
は
自
滅
す
る
。

か
れ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、

自
ら
の
好
運
を
だ
め
に
し

打
ち
砕
か
れ
る
。」（
第
七
十
二
偈
）

か
ら
の
出
典
で
す
。

先
月
の
寺
報
で
は
、「
恥
を
知
り
、
執
着
す
る
こ
と

な
く
、
純
粋
に
生
き
る
の
は
難
し
い
」
と
い
う
言
葉
を

取
り
上
げ
ま
し
た
。
今
回
も
よ
く
似
た
内
容
で
す
が
、

欲
張
り
す
ぎ
て
、
周
り
が
見
え
な
く
な
る
と
自
滅
す
る

と
い
う
、
あ
る
意
味
当
た
り
前
の
道
理
を
言
わ
れ
る
一

節
。
で
す
が
、
そ
れ
が
な
か
な
か
身
を
も
っ
て
分
か
ら

な
い
の
が
、
愚
か
な
私
自
身
の
あ
り
さ
ま
で
す
。

さ
て
、
今
月
の
と
こ
ろ
は
、
釈
尊
の
①

過
去
物
語
に

出
て
い
る
一
節
で
す
。

昔
、
イ
ン
ド
の
バ
ラ
ナ
シ
に
足
の
不
自
由
な
人
が
あ

り
ま
し
た
。
彼
は
、足
が
不
自
由
な
こ
と
を
逆
手
に
と
っ

て
、
毎
日
小
石
を
投
げ
る
特
訓
を
し
て
、
つ
い
に
は
木

の
葉
に
小
石
を
投
げ
て
、
ま
る
で
ハ
サ
ミ
を
使
っ
て
形

を
切
り
取
っ
た
よ
う
な
形
を
切
り
出
せ
る
ま
で
に
な
り

ま
し
た
。

あ
る
と
き
、
そ
れ
を
知
っ
た
土
地
の
王
様
が
、
自
分

を
教
育
す
る
宮
廷
祭
官
が
い
ち
い
ち
口
う
る
さ
い
の
で
、

祭
官
が
し
ゃ
べ
る
度
に
口
に
山
羊
の
糞
を
投
げ
入
れ
て

ほ
し
い
と
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
足
の
不
自
由
な
人
は
言
わ

れ
た
通
り
、
影
に
隠
れ
て
、
祭
官
が
し
ゃ
べ
り
始
め
る

と
祭
官
の
口
に
め
が
け
て
山
羊
の
糞
を
投
げ
入
れ
ま
し

た
。
す
る
と
み
ご
と
に
糞
が
口
に
入
り
、
祭
官
は
、
そ

れ
か
ら
後
は
、
口
を
あ
け
て
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
し
た
。

足
の
不
自
由
な
人
は
、
王
様
に
た
い
そ
う
褒
め
ら
れ
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今
年
は
「
昭
和
一
〇
〇
年
」、
そ
し

て
「
戦
後
八
〇
年
」
の
節
目
の
年
だ
そ

う
で
す
。

ち
な
み
に
私
は
一
九
六
八
年
生
ま
れ

で
、
ち
ょ
う
ど
明
治
維
新
か
ら
一
〇
〇

年
後
生
ま
れ
。
そ
う
考
え
る
と
明
治
が

案
外
近
く
感
じ
ま
す
が
、
や
は
り
昭
和

一
〇
〇
年
と
言
わ
れ
る
と
、

「
昭
和
も
遠
く
な
り
に
け
り
」

を
肌
で
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
呑
気
に
い
つ
ま
で
も
若
い

気
分
で
い
る
と
、
つ
い
こ
の
間
の
こ
と

の
よ
う
に
思
い
出
す
、
小
さ
い
頃
の
思

い
出
は
、
何
と
五
〇
年
も
前
の
出
来
事
。

子
供
た
ち
に
若
い
頃
の
話
を
す
る
と
、

「
そ
れ
っ
て
時
代
劇
で
す
か
？
」

と
、
一
蹴
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

で
す
。

「
光
陰
矢
の
如
し
」

瞬
き
し
て
い
る
間
に
二
〇
二
五
年
、

令
和
７
年
と
な
っ
た
の
を
感
じ
ま
す
。

そ
ん
な
な
か
、
平
和
な
日
本
に
感
謝
し

つ
つ
、
世
界
に
目
を
向
け
る
と
、
不
条

理
な
戦
争
や
深
刻
な
環
境
問
題
、
内
外

に
問
題
山
積
で
す
。

３
月
、
雪
解
け
の
季
節
に
小
さ
な
春

を
喜
び
つ
つ
、
日
々
を
大
事
に
積
み
重

ね
た
い
で
す
。

た
の
で
、
気
を
良
く
し
て
、
今
度
は
小
石

を
投
げ
て
み
せ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
、

偶
然
通
り
か
か
っ
た
行
者
に
あ
た
り
、
行
者

は
運
悪
く
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
足
の
不
自
由
な
人
は
無
間
地

獄
に
落
ち
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

◇ 

貪
欲
を
遠
ざ
け
る
こ
と 
◇

さ
て
、
人
が
欲
を
も
つ
こ
と
は
、
悪
い
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

欲
に
は
、
食
欲
、
性
欲
、
睡
眠
欲
、
所
有
欲
、

生
存
欲
、･･･

、
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
を
無
く
す
こ
と
は
、
生
き
る
意
欲
を

な
く
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
か
ら
、
日
常
生

活
で
は
難
し
い
も
の
で
す
。

僧
侶
で
あ
る
私
た
ち
も
、
葬
儀
を
終
え

た
喪
家
の
皆
さ
ん
に
、

「
食
べ
る
こ
と
と
寝
る
こ
と
は
し
っ
か
り
し

て
く
だ
さ
い
。
ご
自
身
が
病
気
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
お
浄
土
お
帰
り
な
ら
れ
た
故
人

が
つ
ら
い
こ
と
で
す
か
ら
」

と
話
し
て
い
ま
す
。
故
人
を
喪
っ
た
な
か

で
、
い
の
ち
に
対
す
る
敬

け
い

虔け
ん

な
気
持
ち
か
ら
、

当
然
②

精
し
ょ
う

進じ
ん

を
勧
め
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
、

過
度
の
精
進
は
、
心
を
痛
め
た
喪
家
の
皆
さ

ん
に
は
禁
物
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

で
は
、
仏
教
で
は
何
を
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
で
は
、
人
間
が
悪
い
方
向
に
む
く

心
の
あ
り
方
と
し
て
、
③

三さ
ん

毒ど
く

を
あ
げ
ま
す
。

三
毒
と
は
、
貪と
ん

欲よ
く

・
瞋し
ん

恚に

・
愚ぐ

痴ち

を
言
い
ま

す
。
そ
の
一
番
に
上
げ
ら
れ
る
、
貪
欲
と
は
、

文
字
通
り
、貪
る
欲
で
す
。
他
と
比
べ
て
も
っ

と
多
く
し
た
い
、
も
っ
と
良
く
し
た
い
、
も
っ

と
美
し
く
し
た
い
、
な
ど
過
度
の
欲
を
は
た

ら
か
す
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
毒
で
す
か
ら
、

他
に
作
用
す
る
と
、
早
速
害
に
な
り
ま
す
。

先
ほ
ど
の
足
の
不
自
由
な
人
も
、
こ
の
貪

欲
を
は
た
ら
か
せ
な
け
れ
ば
、
自
滅
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

①【
過
去
物
語
】　

『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』、『
本
生
譚
』
と
も
言
わ
れ
る
。

仏
教
で
い
う
前
世
の
物
語
の
こ
と
。
主
に
は
釈

迦
仏
の
前
世
に
よ
る
因
縁
を
明
か
し
、
現
世

や
来
世
を
説
い
て
い
る
。
釈
迦
が
イ
ン
ド
に
生

ま
れ
る
前
、
ヒ
ト
や
動
物
と
し
て
生
を
受
け

て
い
た
と
記
し
た
前
世
の
物
語
で
あ
る
。
十
二

部
経
の
一
つ
。（WIKIPEDIA

よ
り
）

②【
精
進
】

雑
念
を
去
り
、
仏
道
修
行
に
専
心
す
る
こ
と
。

一
定
の
期
間
行
い
を
慎
み
身
を
清
め
る
こ
と
。

肉
食
を
断
っ
て
菜
食
を
す
る
こ
と
。
一
つ
の
こ
と

に
精
神
を
集
中
し
て
励
む
こ
と
。
な
ど
四
つ
の

意
味
を
言
う
。（
大
辞
泉
よ
り
）

②【
三
毒
】

仏
教
に
お
い
て
克
服
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
最

も
根
本
的
な
三
つ
の
煩
悩
、
貪
・
瞋
・
癡
を
指

し
、
煩
悩
を
毒
に
例
え
た
も
の
で
あ
る
。
三
毒

は
人
間
の
諸
悪
・
苦
し
み
の
根
源
と
さ
れ
て
い
る
。

三
毒
の
対
概
念
は
、
三
心
所
と
い
わ
れ
、
貪
→

無
貪
（
布
施
＝
旦
那
）、瞋
→
無
瞋
（
慈
＝
与
楽
）、

癡
→
無
癡
（
般
若
＝
智
慧
）（WIKIPEDIA

よ
り
）

《
第
五
十
九
回
　
雪 

》

今
年
は
、
各
地
で
大
雪
被
害
が
り

大
変
だ
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
先

日
、
お
寺
の
あ
る
刈
谷
で
も
雪
が
少

し
だ
け
積
も
っ
た
日
が
あ
り
ま
し
た
。

子
供
の
頃
は
雪
が
降
る
の
が
一
大

イ
ベ
ン
ト
で
、
雪
景
色
も
特
別
な
も

の
で
し
た
。
し
か
し
、
今
で
は
、
道

路
が
凍
る
の
が
嫌
だ
な
、
な
ど
と
煩

わ
し
い
と
感
じ
る
気
持
ち
の
方
が
大

き
い
で
す
。

同
じ
雪
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
日
や

気
分
に
よ
っ
て
一
八
〇
度
見
方
が
変

わ
っ
て
し
ま
う
の
は
、
我
な
が
ら
自

分
勝
手
だ
な
と
感
じ
た
一
日
で
し
た

そ
う
で
す
ね
。
気
候
面
で
は
、
暑
さ

寒
さ
も
彼
岸
ま
で
と
言
い
ま
す
か
ら
、

春
の
彼
岸
く
ら
い
ま
で
は
冬
の
寒
さ
が
残
り
、

秋
の
彼
岸
く
ら
い
ま
で
は
、
夏
の
暑
さ
が
残
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

皆
さ
ん
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
太
陽
は
、

夏
至
に
向
か
っ
て
高
く
な
っ
て
日
照
が
長
く
な

り
、
冬
至
に
向
か
っ
て
低
く
な
っ
て
日
照
は
短

く
な
り
ま
す
。
お
彼
岸
は
そ
の
中
間
で
、
お

彼
岸
の
中
日
に
は
、
昼
間
の
長
さ
と
夜
の
長

さ
が
同
じ
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
お
彼
岸
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は

前
に
も
こ
こ
で
お
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
春
も
秋
も
お
彼
岸
に
は
、
太
陽

が
真
東
か
ら
上
が
り
真
西
に
沈
む
の
で
、
西

方
の
彼
方
に
あ
る
と
さ
れ
る
浄
土
に
、
太
陽

が
沈
ん
で
い
く
こ
と
に
深
い
意
味
を
見
出
し
ま

す
。
彼
岸
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
住
ん
で

い
る
煩
悩
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
と
こ
ろ
（
此
岸
）

に
対
し
て
、
煩
悩
が
な
く
苦
し
み
も
な
い
、
仏

さ
ま
の
お
心
の
世
界
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
が
、
仏
教
に
は
、
波は

羅ら

密み
つ

（
パ
ー
ラ
ミ
ー
タ
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
波
羅
密
は
、
迷
い
の
世
界
か
ら
仏
ご
こ

ろ
の
彼
岸
に
近
づ
く
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
を
実
践
す
る
た
め
に
、
施
ほ
ど
こし

を
す

る
（
布ふ

施せ

）、
戒
り
っ

律か
い
を
守
る
（
持じ

戒か
い
）、
不
平

を
言
わ
ず
苦
し
み
に
耐
え
る
（
忍
に
ん

辱に
く
）、
怠
お
こ
たら

ず
励は
げ

む
（
精
し
ょ
う

進じ
ん

）、
心
静
か
に
瞑
め
い

想そ
う

す
る
（
禅
ぜ
ん

定じ
ょ
う）、
真
実
の
教
え
に
目
覚
め
る
（
智ち

慧え

）
の

六
つ
の
方
法
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

年が明けたらあっという年が明けたらあっという
間にお彼岸ですね。春の間にお彼岸ですね。春の

お彼岸は秋のとは違いますか？お彼岸は秋のとは違いますか？

昭
和
一
〇
〇
年

コーナーコーナー



あ
る
方
に
、
椿
は
「
椿ち

ん

寿じ
ゅ

八は
っ

千せ
ん
」
と
い
う

荘
子
の
言
葉
か
ら
長
寿
を
表
す
よ
う
に
な
っ

た
と
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
順
慶
寺
の
生
垣

に
は
山
茶
花
が
植
え
て
あ
り
、
冬
に
な
る
と

綺
麗
な
花
が
咲
き
ま
す
。
こ
の
ご
ろ
急
に
、

今
年
の
２
月
の
寒
さ
に
も
立
派
な
花
を
咲
か

せ
た
山
茶
花
が
健
気
に
見
え
ま
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

先
日
、
花
粉
が
飛
び
始
め
て
い
る
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
を
見
ま
し
た
。
だ
ん
だ
ん
暖
か
く
な

り
、
春
の
訪
れ
を
感
じ
ま
す
が
、
花
粉
症
の

人
に
は
つ
ら
い
季
節
に
な
り
そ
う
で
す
。（
若
）

【3】　　　　2025 年 2月 28 日発行

2
月
度
護
寺
会
物
故
者
（
敬
称
略
）

順
慶
寺
責
任
役
員
・
相
木
国
男
氏
宅
で
保
管
さ
れ
て
い
た
、廻
り
灯
籠
が
大
河
ド
ラ
マ
「
べ

ら
ぼ
う
」
の
台
東
区
大
河
ド
ラ
マ
館
で
展
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

以
下
は
、
相
木
国
男
氏
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
展
示
に
至
る
ま
で
の
詳
細
で
す
。

大
河
ド
ラ
マ
館
展
示
へ
の
経
緯

十
七
年
前
、
廻
り
灯
籠
を
復
元
し
、
中

日
新
聞
に
掲
載
、youtube

公
開
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
た
、
劇
団
か
か

し
座
の
後
藤
社
長
が
そ
の
直
後
に
見
に
来

ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
度
の
、「
べ
ら
ぼ
う
」
の
準
備
中
、

台
東
区
大
河
ド
ラ
マ
館
が
計
画
さ
れ
、
台

東
区
民
会
館
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
と

９
階
ホ
ー
ル
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
つ
の
業

者
が
展
示
を
請
け
負
う
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。エ

ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
を
請
け
負
う
、

AC
デ
ザ
イ
ン
の
赤
瀬
社
長
が
、
後
藤
社
長

か
ら
の
情
報
で
回
り
灯
籠
の
展
示
を
決
め

た
と
の
こ
と
。
人
形
玩
具
学
会
誌
の
論
文

も
見
て
い
な
い
状
態
で
、
よ
く
、
吉
原
と

関
連
づ
け
た
も
の
と
感
心
し
ま
す
。（
吉
原

で
普
及
発
展
し
、
そ
の
流
れ
を
継
い
で
明

治
初
期
に
作
ら
れ
た
そ
う
で
す
）

当
初
は
、
会
場
で
は
火
を
使
え
な
い
の

で
レ
プ
リ
カ
を
展
示
と
の
こ
と
で
し
た
が
、

昨
年
末
、是
非
、
実
物
を
・・
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
二
度
に
わ
た
り
、
カ
メ
ラ
マ

ン
・
ナ
レ
ー
タ
ー
を
同
伴
し
て
撮
影
に
来

ま
し
た
。

今
は
、
正
式
な
場
所
で
な
く
、
壁
に
寄

せ
て
い
ま
す
が
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
か
ら
出

て
左
側
に
現
在
置
い
て
あ
る
大
き
な
模
型

が
な
く
な
る
の
で
、
そ
の
後
に
中
央
に
移

動
し
ま
す
、
と
の
こ
と
。
多
く
の
訪
問
者

に
見
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

話
し
合
い
の
中
で
、
謝
礼
を
ど
う
し
ま

し
ょ
う
？
と
の
こ
と
。
要
り
ま
せ
ん
言
っ

た
と
こ
ろ
、
そ
れ
で
は
、
一
泊
で
浅
草
見

物
に
招
待
し
ま
す
。
と
言
う
こ
と
と
な
り
、

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

他
に
、
学
会
誌
に
記
さ
れ
た
、
切
り
子

灯
籠
の
残
骸
ら
し
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、

復
元
に
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
現
在
、
相
木
国
男
氏
に
よ
っ
て
、
切

り
籠
灯
籠
も
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

釋
勝
真

1
月
28
日
寂 

杉
浦
勝
三（
91
）

一
ツ
木
町 

林
典
久
様
の
伯
父

精
好
院
釋
尼
成
椿

2
月
13
日
寂 

酒
井
成
子（
80
）

市
場
下
組 

酒
井
陽
次
様
の
妻

常
想
院
釋
博
修

2
月
9
日
寂 

加
藤
博
文（
77
）

高
畑
組 

加
藤
健
様
の
父

釋
粋
勇

2
月
10
日
寂 

前
田
勇
夫（
88
）

刈
谷
市 

髙
橋
有
佐
妃
様
の
父

釋
圓
昇

2
月
17
日
寂 

杉
浦　

昇（
83
）

豊
田
市 

杉
浦
恒
子
様
の
夫

釋
尼
浄
滿

2
月
18
日
寂 

岡
本
滿
子（
90
）

名
古
屋
市 

岡
本
恭
和
様
の
母

釋
光
薫

2
月
11
日
寂 

岡
本
光
雄（
92
）

刈
谷
市 

岡
本
和
夫
様
の
父

護
寺
会
会
計
報
告
、
令
和
７
年
度
総
代
要

求
事
項
の
提
案
な
ど
。
採
決
さ
れ
た
事
項

は
、護
寺
役
員
年
番
会
、教
化
予
算
委
員
会
、

最
高
顧
問
会
議
を
経
て
、
護
寺
会
総
会
に

提
出
さ
れ
る
予
定
。

◆
竹
藪
整
備
実
施
＝ 

さ
る
2
月
18
日
、
相

木
国
男
氏
所
有
の
竹
藪
で
竹
林
伐
採
な
ど

の
整
備
が
実
施
さ
れ
た
。
整
備
作
業
は
、

さ
ら
に
も
う
一
度
残
り
の
作
業
を
し
た
後
、

伐
採
さ
れ
た
竹
の
搬
出
と
焼
却
が
な
さ
れ

て
終
了
す
る
。

な
お
、
今
年
の
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
大
会
は
、

花
祭
り
当
日
の
4
月
12
日
に
実
施
の
予
定
。

乞
う
ご
期
待
。

灯
籠
の
貸
出

ド
ラ
マ
館
展
示

解
説
動
画

◆
護
寺
会
新
年
会
開
催
＝ 

さ
る
1
月
29

日
、
恒
例
の
護
寺
会
総
代
及
び
教
化
委
員

に
よ
る
新
年
会
が
、
知
立
市
「
縁
」
で
開

催
さ
れ
、
24
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。

◆
ハ
ス
の
植
え
替
え
実
施
＝ 

さ
る
2
月
3

日
、
総
代
Ｏ
Ｂ
有
志
に
よ
っ
て
、
順
慶
寺

境
内
の
ハ
ス
の
植
え
替
え
が
実
施
さ
れ
た
。

今
年
も
、
本
堂
前
に
植
え
替
え
ら
れ
た
蓮

の
鉢
が
並
び
、
ハ
ス
の
開
花
を
待
つ
。

◆
定
例
責
役
総
代
会
実
施
＝ 

さ
る
2
月

14
日
、
半
期
に
一
度
の
定
例
責
役
総
代
会

が
開
催
さ
れ
た
。
議
題
は
、
令
和
６
年
度

◆
護
寺
会
執
行
部
引
継
会
実
施
＝ 

さ
る

2
月
21
日
、
順
慶
寺
奥
座
敷
に
て
護
寺
会

執
行
部
引
継
会
が
開
催
さ
れ
た
。
令
和
７

年
度
か
ら
泉
田
地
区
及
び
今
川
地
区
の
総

代
６
名
が
新
た
に
選
出
さ
れ
、
執
行
部
総

代
と
し
て
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

◆
若
院
４
月
よ
り
正
式
に
法
務
従
事
＝ 

順

慶
寺
若
院
が
、
令
和
７
年
度
４
月
よ
り
正

式
に
順
慶
寺
の
法
務
を
担
う
こ
と
な
っ
た
。

若
院
は
、
令
和
２
年
４
月
か
ら
同
朋
大
学

に
編
入
学
し
、
す
で
に
法
務
を
手
伝
っ
て
い

る
が
、
学
生
の
間
、
立
場
と
し
て
は
ア
ル
バ

イ
ト
だ
っ
た
の
が
、
令
和
７
年
４
月
か
ら
は

正
式
に
法
務
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

静
海
院
釋
興
春

2
月
25
日
寂 

村
川
吉
春（
96
）

山
ノ
端
組 

村
川
広
実
様
の
父

復元された切り籠を飾る相木氏

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

責
役
宅
の
廻
り
灯
籠
が
東
京
で
展
示

大
河
ド
ラ
マ
「
べ
ら
ぼ
う
」
の
有
力
資
料



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 土  寺カフェ（9：00～、順慶寺本堂南落間他）
2 日
3 月
4 火
5 水
6 木 木－１
7 金
8 土  護寺役員年番会（15：00～、順慶寺本堂）
9 日

10 月
11 火
12 水  岡崎教区２１組・門徒会研修（13：30～、一ツ木町法林寺）
13 木 木 -2
14 金
15 土

16 日
17 月
18 火
19 水
20 木 木 -3
21 金  墓地管理委員会（10：00、順慶寺玄関）
22 土
23 日
24 月
25 火
26 水
27 木 木 -4
28 金  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 土
30 日
31 月  護寺会会計監査（10：00～、順慶寺庫裏）

●
3
月
か
ら
寺
カ
フ
ェ
再
開

毎
年
２
月
に
休
業
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
寺
カ
フ
ェ
で
す
が
、
３
月

か
ら
毎
月
１
日
に
開
店
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

●
護
寺
役
員
年
番
会
に
つ
い
て

３
月
８
日
、
護
寺
役
員
年
番
会
の

当
日
、
欠
席
さ
れ
る
方
は
、
御
礼

品
の
関
係
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必

ず
事
前
に
順
慶
寺
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
な
お
、
令
和
７
年
度
の

行
事
へ
の
取
り
組
み
を
正
確
に
伝

え
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
地
区
一
人
以

上
は
必
ず
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
誕
生
児
初
参
り
式
に
つ
い
て

今
年
も
花
祭
り
の
当
日
（
４
月
12

日
土
曜
日
）
に
、
誕
生
児
初
参
り

式
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。
護

寺
会
関
係
者
ま
た
は
縁
故
の
方
で
、

令
和
６
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の

間
に
誕
生
さ
れ
た
お
子
さ
ん
の
あ

る
方
は
是
非
こ
の
機
会
に
申
込
く

だ
さ
い
。
三
月
末
日
〆
切
。
申
込

問
合
せ
は
順
慶
寺
ま
で
。

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@
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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

３月の主な行事予定
2025 年 3 月号　　　　【4】

おしらせ

春
三
日
月

み
な
さ
ん
、
２
月
は
本
当
に
寒
か
っ

た
で
す
ね
。
み
な
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
は
、

雪
は
ど
う
で
し
た
か
。

と
こ
ろ
で
、
春
三
日
月
と
い
う
言
葉
を

聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
三
日
月
っ

て
い
う
の
は
、
新
月
か
ら
三
日
目
ご
ろ
の

月
を
い
う
そ
う
で
す
が
、
そ
の
三
日
月
の

弧
の
方
向
が
、
季
節
に
よ
っ
て
違
う
と
い

う
の
で
す
。
丁
度
春
の
お
彼
岸
ご
ろ
は
、

釣
り
船
の
よ
う
な
水
平
な
三
日
月
、
秋
の

お
彼
岸
ご
ろ
は
垂
直
の
三
日
月
に
な
る

そ
う
で
す
。
あ
ま
り
意
識
し
て
見
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

春
は
、
秋
の
空
の
よ
う
に
澄
ん
で
い
る

の
で
は
な
く
、
湿
っ
ぽ
く
、
風
も
強
い
の

で
塵
や
花
粉
も
沢
山
出
て
、
お
ぼ
ろ
月
に

見
え
る
こ
と
が
多
い
そ
う
で
す
が
、
ぼ
ん

や
り
見
え
る
幻
想
的
な
三
日
月
も
い
い
で

す
ね
。

　　

春
三
日
月

春
三
日
月

鏡
の
中
の
ど
こ
に
置
こ

鏡
の
中
の
ど
こ
に
置
こ

上
野
紫
泉

上
野
紫
泉

3
月
行
事
内
容 

詳
細

護
寺
役
員
・
年
番
会

3
月
8
日（
土
）

	

午
後
3
時
～	

　

順
慶
寺
本
堂

令
和
７
年
度
の
護
寺
会
活
動
が
４
月
か

ら
始
ま
る
の
を
受
け
て
、
護
寺
役
員
と

令
和
７
年
度
年
番
の
皆
さ
ん
に
集
ま
っ

て
い
た
だ
き
、
令
和
６
年
度
の
会
計
報

告
、
行
事
報
告
、
令
和
７
年
度
の
行
事

計
画
な
ど
の
説
明
を
、
護
寺
会
執
行
部

お
よ
び
事
務
局
か
ら
説
明
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
事
前
に
案
内
の
あ
っ
た
方

は
、
万
障
繰
り
合
わ
せ
て
ご
出
席
く
だ

さ
い
。

二
十
一
組
門
徒
会
研
修

3
月
12
日（
月
）

	

午
後
１
時
30
分
～	　
一
ツ
木
町
・
法
林
寺

	

講
師　

伊
奈
恵
祐
氏（
西
尾
市
安
楽
寺
）

	
講
題　
「
東
西
分
派
」

二
月
に
続
い
て
、
二
十
一
組
寺
院
役
職

者
・
門
徒
会
研
修
の
第
二
回
目
。
第
一

回
に
続
い
て
、
講
師
は
、
西
尾
市
安
楽

寺
住
職
・
伊
奈
恵
祐
氏
。
会
場
は
、
一

ツ
木
町
の
駅
前
に
あ
る
、
法
林
寺
様

に
て
。
歴
史
が
大
好
き
と
い
う
、
伊
奈

先
生
の
東
西
分
派
し
た
経
緯
の
お
話
で

は
、
郷
土
三
英
傑
の
信
長
や
秀
吉
、
家

康
が
深
く
関
係
し
て
お
り
、
興
味
深
い

と
こ
ろ
で
す
。


