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◆◇ 境内の花々 ◇◆
順慶寺境内には、 様々なお花がある。 中には、 お宅で大切に育てた鉢植えを、 一番綺麗

になるころに持ってこられ、 お寺に飾って行かれる方もある。 冬の寺に咲き誇る花々（ 一面、

四面の花々） は、 持ち寄って下さった方の志をそのまま表現しているようだ。

◇ 

初
心
忘
れ
る
べ
か
ら
ず 

◇

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

令
和
四
年
を
象
徴
す
る
清
水
寺
の
漢
字
は
、「
戦
」

で
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
は
言
う
に
及
ば
ず
、
地

球
温
暖
化
へ
の
闘
い
、
円
安
・
物
価
高
・
イ
ン
フ
レ
な

ど
経
済
と
の
闘
い
な
ど
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
未
来

に
暗
い
影
を
落
と
す
事
態
に
、
私
た
ち
自
身
の
苦
難

に
対
す
る
戦
い
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

か
つ
て
、
世ぜ

阿あ

弥み

が
「
初
心
忘
れ
る
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
有
名
な
言
葉
を
『
花
鏡
』
に
残
し
ま
し
た
。
初

心
に
は
、
若
年
の
初
心
、
時
々
の
初
心
、
老
年
の
初
心

が
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
ス
テ
ー
ジ
で
も
本
質
を
見
据

え
て
自
身
を
磨
き
上
げ
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
壁
に
ぶ
つ
か
る
と
そ
れ
で
あ
き
ら
め
た

り
、
も
う
い
い
で
は
な
い
か
と
慢
心
す
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
が
、
世
阿
弥
は
、
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
こ
そ
、

垢
を
落
と
し
「
ま
こ
と
の
花
」
を
咲
か
せ
る
チ
ャ
ン
ス

だ
と
言
い
ま
す
。

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

心
忘
れ
る
べ
か
ら
ず
」
に
因
ん
で
、

「
た
と
え
多
く
の
教
え
を
諳そ
ら
ん
じ
て
い
て
も

そ
れ
を
心
が
け
、
実
践
し
な
い
人
は

他
人
の
牛
を
数
え
る
牛
飼
い
と
同
じ
で

沙
門
の
仲
間
に
は
入
ら
な
い
」（
第
十
九
偈
）

を
選
び
ま
し
た
。
こ
の
お
言
葉
は
、
学
問
の
生
活

を
選
び
、
五
百
人
の
弟
子
を
作
り
十
八
の
大
集
団
の

師
匠
と
な
っ
た
大
長
老
が
、
学
問
を
得
た
こ
と
で
自

ら
を
高
み
に
置
き
、
人
々
を
見
下
し
て
い
た
の
を
見
て
、

釈
尊
が
大
長
老
に
与
え
た
言
葉
で
す
。

あ
る
と
き
、
若
い
修
行
僧
が
釈
尊
と
大
長
老
を
表

敬
訪
問
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
釈
尊
は
、
準
備

さ
れ
た
坐
に
腰
を
下
ろ
す
と
、
若
い
修
行
僧
に
難
し

い
質
問
を
し
ま
し
た
。
傍
ら
に
い
た
大
長
老
は
、
そ
の

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
十
九
偈
よ
り

釈
尊
が
学
問
で
頭
で
っ
か
ち
に

な
っ
た
長
老
に
鉄
槌
を
与
え
た

言
葉
で
す
。
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十
二
月
の
寒
い
朝
。

身
を
す
く
め
な
が
ら
朝
の
準
備
を
し

て
い
る
と
、
境
内
の
集
合
場
所
に
走
っ

て
行
く
小
学
生
の
男
の
子
の
水
筒
か
ら
、

「
カ
ラ
ン
、
カ
ラ
ン
」、
ま
さ
か
の
氷
の

音
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

今
日
は
月
曜
日
で
ゴ
ミ
出
し
が
あ
る

か
ら
と
、
朝
一
番
か
ら
ミ
ノ
ム
シ
の
よ

う
に
何
枚
も
重
ね
着
を
し
て
、
完
全
装

備
を
し
て
外
に
出
て
い
た
自
分
の
姿
が

何
と
も
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

つ
く
づ
く
、
小
学
生
の
子
供
た
ち
と
は
、

も
う
細
胞
レ
ベ
ル
で
違
う
ん
だ
な
と
実

感
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

折
し
も
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
が
開
催
さ
れ
て
い
て
、
日
本
代
表
の

活
躍
に
胸
を
打
た
れ
ま
し
た
。
ク
ロ
ア

チ
ア
に
負
け
た
あ
と
に
も
、「
将
来
子

供
た
ち
が
新
し
い
世
界
を
開
い
て
く
れ

る
た
め
に
、
積
み
重
ね
が
大
事
だ
」
と

熱
く
語
っ
て
い
た
選
手
た
ち
。
未
来
の

世
界
の
扉
を
開
く
の
は
若
者
た
ち
な
の

で
す
。

こ
れ
か
ら
の
若
い
人
た
ち
に
心
か
ら

エ
ー
ル
を
送
り
た
い
で
す
。

難
し
い
問
い
に
戸
惑
い
ま
し
た
が
、
若
い

修
行
僧
は
難
な
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
釈
尊
は
、
そ
の
後
に
い
く
つ
か
問

い
を
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
と
ご
と
く
大

長
老
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
若
い
修

行
僧
が
答
え
ま
し
た
。
釈
尊
は
、
若
い
修

行
僧
を
褒
め
讃
え
た
上
で
、
実
践
を
怠
る

も
の
は
、
何
も
し
て
い
な
い
の
と
同
じ
だ

と
大
長
老
を
戒
め
た
と
い
い
ま
す
。

釈
尊
は
、
年
だ
か
ら
も
う
い
い
と
慢
心

せ
ず
、
い
く
つ
に
な
っ
て
も
歩
み
続
け
る

こ
と
が
大
切
だ
と
教
え
て
下
さ
い
ま
す
。

◇ 

念
仏
も
う
さ
る
べ
し 

◇

真
宗
門
徒
に
と
っ
て
、
歩
み
続
け
る
こ

と
と
は
、
常
に
念
仏
す
る
生
活
を
送
る
こ

と
を
い
い
ま
す
。

明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
元
旦
、
当
時

七
十
九
歳
だ
っ
た
蓮
如
上
人
に
、
五
つ
年

下
で
勧
修
寺
村
の
道
徳
と
い
う
門
弟
が
年

頭
挨
拶
に
来
て
、「
道
徳
い
く
つ
に
な
る

ぞ
。
道
徳
、
念
仏
も
う
さ
る
べ
し
」（『
②

蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』）
と
語
ら
れ

た
と
言
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
毎
日
念
仏
申

す
生
活
を
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
道
徳
に
、

ま
る
で
お
年
玉
を
貰
う
子
ど
も
に
言
い
聞

か
せ
る
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
蓮
如
上
人
。

上
か
ら
見
下
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま

す
が
、
実
は
、
い
く
つ
に
な
っ
て
も
念
仏

申
す
生
活
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
を
、
忘
れ

ず
生
活
し
な
い
と
い
け
な
い
と
、
年
初
の

儀
礼
に
訪
れ
た
道
徳
に
言
い
聞
か
せ
た
も

の
で
し
た
。

念
仏
を
歓
び
念
仏
に
生
き
る
蓮
如
上
人

が
、
念
仏
申
す
生
活
に
慢
心
す
る
こ
と
な

く
、
念
仏
し
て
常
に
歩
み
続
け
て
い
く
こ

と
を
門
弟
に
伝
え
た
ひ
と
こ
ま
で
し
た
。

私
た
ち
も
、
ど
ん
な
苦
難
に
あ
っ
て
も
、

念
仏
申
し
て
、「
ま
こ
と
の
花
」
を
咲
か

せ
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。

①
【
世
阿
弥
】

室
町
初
期
の
能
役
者
、
能
作
者
。
観
阿
弥

の
長
男
。
観
世
流
２
世
の
大
夫
。
幼
名
藤

若
丸
の
ち
観
世
三
郎
元
清
。
世
阿
弥
は
芸

名
。
父
の
教
え
と
足
利
義
満
の
庇
護
に
よ

り
能
を
大
成
し
た
。
義
満
没
後
は
不
遇
で
、

晩
年
は
佐
渡
に
流
さ
れ
て
い
る
。『
風
姿
花

伝
』『
花
鏡
』
な
ど
二
十
を
越
え
る
能
楽
論

書
が
あ
り
、
幽
玄
美
を
重
視
し
、〈
花
〉
の

理
論
や
〈
闌
位
〉
と
い
う
芸
位
に
つ
い
て

説
く
。（
百
科
事
典
マ
イ
ペ
デ
ィ
ア
よ
り
）

②
【
蓮
如
上
人
御一代
記
聞
書
】

主
と
し
て
、
本
願
寺
第
八
代
・
蓮
如
上
人

の
御
一
代
に
お
け
る
法
語
や
訓
誡
お
よ
び

上
人
の
行
動
な
ど
を
収
録
し
、
さ
ら
に
蓮

如
・
実
如
両
上
人
に
関
係
す
る
人
々
の
言

動
も
記
録
さ
れ
た
も
の
。
す
べ
て
箇
条
書

き
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
、
教
義
、
倫
理
、

生
活
、
儀
礼
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
故
実

や
多
く
の
人
物
の
動
静
に
よ
っ
て
、
懇
切
に

興
味
深
く
記
さ
れ
て
い
る
。（WIKIARC

よ

り
）

《
第
三
十
三
回
　
お
取
越
》

十
一
月
か
ら
住
職
と
手
分
け
で

お
取
越
参
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
の
で
す
が
、
お
参
り
に
上

が
ら
せ
て
頂
く
と
、
小
さ
い
お
子

さ
ん
も
一
緒
に
お
参
り
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

遊
び
た
い
と
こ
ろ
を
ぐ
っ
と
我

慢
し
て
正
信
偈
を
と
な
え
て
い
る

と
こ
ろ
を
拝
見
し
ま
す
と
、
半
ば

義
務
感
で
お
勤
め
し
て
い
る
自
分

が
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。

私
自
身
、
何
の
た
め
に
お
参
り

を
し
て
い
る
の
か
問
い
直
さ
れ
て

い
る
気
が
し
ま
し
た
。

一
年
の
始
め
の
正
月
に
、
お
寺

や
神
社
に
お
参
り
し
て
、
心
も

新
た
に
一
年
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
の
は
、

素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

特
に
お
寺
で
は
、
大
晦
日
の
夜
に
梵
鐘

を
一
〇
八
回
打
っ
て
、
一
年
間
の
煩
悩
を

打
ち
払
い
、
心
新
た
に
新
年
を
迎
え
る
習

慣
が
あ
り
ま
す
。

年
始
に
あ
た
り
、
新
た
な
目
標
や
希
望

を
持
つ
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
が
他
人
に
打
ち
勝
つ
こ
と
、

有
名
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
人
か
ら
好

か
れ
る
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
に
繋
が
る

と
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
達
成
さ
れ

た
と
し
て
も
、
他
の
人
か
ら
は
嫌
な
人
だ

と
言
わ
れ
る
だ
け
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
仏
さ
ま
の
前
で
は
、
こ
れ

ま
で
の
弱
い
自
分
自
身
を
さ
ら
け
出
し
、

自
身
を
見
つ
め
直
し
ま
す
。
心
を
で
き
る

だ
け
鎮
め
て
、
今
ま
で
弱
い
自
分
を
支
え

て
下
さ
っ
た
皆
さ
ん
の
ご
縁
に
感
謝
し
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
お
守
り
や
お
札
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
し
、
良
し
悪
し
を
占
う

お
み
く
じ
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
弱
さ
か
ら
、
お
守

り
や
お
札
、
お
み
く
じ
に
す
が
り
つ
く
と

心
が
楽
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
逆
に
こ
れ
ら
に
す
が
り
つ
く
こ

と
で
、
煩
悩
が
増
え
て
、
や
が
て
自
分
の

煩
悩
が
怒
り
や
憎
し
み
に
変
化
す
る
こ
と

も
覚
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

お正月には、お寺や神社に
お参りに行きますが、順慶

寺にはお守りやお札がないし、おみ
くじもないですが、どうしてですか。

コーナーコーナー

若
い
力



◆
真
宗
講
座
、
次
期
も
福
田
氏 

＝ 

さ
る

12
月
18
日
、
令
和
４
年
度
最
後
の
真
宗
講

座
が
開
催
さ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
実
験
的

に
再
開
さ
れ
た
真
宗
講
座
も
大
勢
の
聴
聞

者
を
得
て
無
事
終
了
。
令
和
５
年
度
も
同

朋
大
学
副
学
長
・
福
田
琢
氏
を
講
師
に
迎

え
る
予
定
。

◆
寺
報
九
月
で
三
十
周
年
＝ 

平
成
５

年
９
月
に
始
ま
っ
た
寺
報
が
、
い
よ
い
よ

三
十
周
年
を
迎
え
る
。
そ
の
間
、
一
度
合

併
号
が
出
た
以
外
は
、
毎
月
発
行
し
続
け
、

令
和
５
年
９
月
で
三
六
〇
号
と
な
る
。

令
和
４
年
、
ウ
イ
ズ
コ
ロ
ナ
と
銘
打
っ
て
、

順
慶
寺
の
諸
活
動
を
随
時
再
開
し
ま
し
た
。

三
年
に
及
ぶ
コ
ロ
ナ
禍
で
、
様
々
な
こ
と
が

懸
念
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
も
盛
会
と
な
っ
た

の
は
、
お
年
寄
り
を
中
心
と
し
た
、
お
楽
し

み
会
。
お
楽
し
み
会
に
は
、
コ
ロ
ナ
前
の
メ

ン
バ
ー
に
加
え
、
新
入
会
の
方
も
多
く
含
ま

れ
、
皆
さ
ん
待
ち
に
待
っ
た
再
開
と
い
っ
た

と
こ
ろ
。
寺
は
、
皆
さ
ん
の
ご
縁
を
繋
ぐ
大

切
な
場
所
だ
と
再
認
識
し
ま
し
た
。（
住
）

･･･････････････････････････

先
日
、
雪
が
降
り
ま
し
た
。
数
セ
ン
チ
程

度
の
積
雪
で
し
た
が
、
国
道1

号
線
が
大
渋

滞
で
、
お
取
越
に
向
か
う
車
の
中
で
、
何
十

分
も
立
ち
往
生
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
子
ど

も
の
時
分
は
雪
が
降
る
と
無
性
に
楽
し
か
っ

た
の
で
す
が
、
今
は
無
邪
気
に
楽
し
め
な
い

な
あ
と
思
っ
た
今
日
こ
の
頃
で
す
。（
若
）。
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釋
尼
慈
愛

11
月
26
日
寂 

長
谷
川
愛
美（
58
）

市
場
下
組 

遠
藤
春
美
様
の
妹

温
香
院
釋
尼
妙
久

11
月
28
日
寂 

池
田
ひ
さ
子（
96
）

み
よ
し
市 

池
田
好
文
様
の
母

12
月
度
護
寺
会
物
故
者

釋
尼
桐
華

12
月
7
日
寂 

鈴
木
き
り（
89
）

今
川
東
組 

鈴
木
憲
様
の
母

釋
尼
智
灯

12
月
5
日
寂 

横
山
智
江（
89
）

今
川
西
組 

横
山
茂
様
の
母

光
輪
院
釋
博
徳

12
月
20
日
寂 

塚
本
博
一（
76
）

今
川
東
組 

塚
本
茂
博
様
の
父

５
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

一年間大変お世話になりました。皆さ
んのおかげでコロナ禍でも一年を無事
終えることができました。

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

令和４年 ウイズコロナを実践

２月　ハスの手入れ

４月　蓮師会でお勝手会活躍

５月　老院三回忌法要

３月　竹林整備

１月　除夜の鐘

４月　花祭り

５月　有志による寺カフェ開始

１０月　東大教授・牧野篤先生講演会９月　寺カフェ講座（オレオレ詐欺講座） １１月　帰敬式（報恩講初日）

福田先生の講演



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 日  修正会（大晦日23：45～、順慶寺）
2 月 　　　　　　　　　　　　　　　　  振替休日 
3 火
4 水
5 木 木 -1
6 金
7 土
8 日  新春・寺カフェ寄席（9：00～11：00、順慶寺本堂）
9 月  今川西組お取越 　　　　　　　　　成人の日

10 火
11 水
12 木 木 -2
13 金
14 土
15 日

16 月
17 火
18 水  今川東組お取越
19 木 木 -3
20 金  山ノ端組お取越
21 土
22 日
23 月  
24 火
25 水  
26 木 木 -4
27 金
28 土  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 日
30 月
31 火  下高根・荒井地区お取越

●
順
慶
寺
の
備
品
貸
出
に
つ
い
て

令
和
四
年
九
月
以
降
、
順
慶
寺
の

施
設
や
備
品
な
ど
の
貸
出
つ
い
て
、

「
順
慶
寺
関
連
施
設
利
用
規
約
」
が

制
定
さ
れ
、
護
寺
会
員
の
皆
さ
ん

は
無
償
で
、
非
会
員
の
方
は
有
償

で
順
慶
寺
の
施
設
等
を
借
り
受
け

る
こ
と
が
で
き
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

1 月の主な行事予定
2023 年 1 月号　　　　【4】

おしらせ
セ
ン
リ
ョ
ウ

み
な
さ
ん
、
い
よ
い
よ
お
楽
し
み
の
正

月
で
す
ね
。
正
月
は
ど
う
や
っ
て
過
ご
し

ま
す
か
。
私
は
、
正
月
は
美
味
し
い
も
の

を
沢
山
食
べ
ら
れ
る
の
で
、
幸
せ
で
す
が
、

太
る
の
で
心
配
な
と
き
で
す
。

さ
て
、
正
月
の
生
け
花
で
よ
く
見
る
、

赤
い
実
を
つ
け
る
植
物
と
い
え
ば
、
セ
ン

リ
ョ
ウ
、
マ
ン
リ
ョ
ウ
、
ナ
ン
テ
ン
で
す

ね
。
で
も
、
見
分
け
方
を
知
ら
な
い
と
、

恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
ま
す
。
セ
ン
リ
ョ

ウ
は
葉
っ
ぱ
の
上
に
、
マ
ン
リ
ョ
ウ
は
葉

の
下
で
鈴
な
り
に
、
ナ
ン
テ
ン
は
ブ
ド
ウ

の
房
の
よ
う
に
赤
い
実
を
つ
け
ま
す
。

セ
ン
リ
ョ
ウ
の
葉
は
、
若
葉
を
夏
に
採

取
し
て
乾
燥
さ
せ
る
と
、
抗
菌
、
消
炎
、

1
月
行
事
内
容 

詳
細

去
風
除
湿
、
活
血
し
止
痛
の
効
能
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
あ
ま
り

使
わ
れ
て
い
な
い
そ
う
で
す
。

ま
た
、
セ
ン
リ
ョ
ウ
は
世
界
の
中
で
も
、

最
も
古
く
か
ら
生
息
す
る
被
子
植
物
の
一

つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

千
両
や

千
両
や

母
の
講
釈
聴
こ
え
く
る

母
の
講
釈
聴
こ
え
く
る

葉
月
ひ
さ
子

葉
月
ひ
さ
子

修
正
会（
年
越
し
勤
行
）

12
月
31
日（
土
）
23
時
45
分

　
～
1
月
1
日
（
日
）
1
時
終
了

順
慶
寺
本
堂
・
玄
関
に
て

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
本
年
も
大
晦
日
か
ら
元
旦

に
か
け
て
、
修
正
会
（
年
越
し
勤
行
）
を

左
記
の
日
程
の
通
り
実
施
い
た
し
ま
す
。
感

染
対
策
を
講
じ
、
本
年
も
参
詣
の
制
限
を

せ
ず
に
実
施
し
ま
す
。

《修
正
会
日
程
》　

12
月
31
日
～
元
旦

23
時
15
分 

山
門
開
扉

23
時
45
分 

本
堂
お
勤
め
始
め

 
 

 

鐘
楼
除
夜
の
鐘
始
め

24
時
15
分 

住
職
年
頭
挨
拶

 
 

 

責
役

・
総
代
長
挨
拶

24
時
30
分
か
ら 

順
次
焼
香
（三
十
分
間
）

 
 

 

お
屠
蘇
振
る
舞
い
　

※
お
屠
蘇
の
振
る
舞
い
は
試
飲
カ
ッ
プ
に
よ

り
実
施
し
ま
す
。
お
汁
粉
の
接
待
は
本
年

も
自
粛
い
た
し
ま
す
が
、
お
土
産
と
温
か

い
お
汁
粉
な
ど
の
缶
ジ
ュ
ー
ス
を
準
備
い

た
し
ま
す
。

※２月の寺カフェは冬休みです

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す


