
新春寺カフェ寄席に集まった人たち（令和７年 1 月 5 日・順慶寺本堂向拝にて）

【1】　　　　2025 年 1月 28 日発行

◆◇ 順慶寺のチャリティー ◇◆
順慶寺では、 有志の自主企画によって、 寺カフェが運営されている。 寺カフェでは、 毎月１日に開かれる寺

の本堂や境内でのカフェをはじめ、 寄席、 琴の演奏会、 踊りなど様々な企画がなされている。 これは、 高

齢者をはじめ、 できるだけ多くの人が交流できるように願う、 主催者のチャリティー精神から始まっている。

◇ 

恥
知
ら
ず
で
気
楽
に
生
き
る
こ
と 

◇

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

「
恥
を
知
ら
ず

カ
ラ
ス
の
よ
う
に
厚
か
ま
し
く

図
々
し
く
、
高
慢
に

心
汚
れ
て
生
き
る
の
は
易
し
い
（
第
二
四
四
偈
）

恥
を
知
り

つ
ね
に
純
粋
に

執
着
す
る
こ
と
な
く
、
慎
み
深
く

真
理
を
見
つ
め
て
生
き
る
の
は
難
し
い
（
第
二
四
五
偈
）」

か
ら
の
出
典
で
す
。

今
月
の
言
葉
を
選
ん
だ
背
景
に
は
、
昨
今
マ
ス
コ
ミ

で
大
い
に
話
題
と
な
っ
て
い
る
、
タ
レ
ン
ト
の
中
居
正

広
氏
に
よ
る
不
祥
事
に
端
を
発
す
る
フ
ジ
テ
レ
ビ
の
問

題
が
念
頭
に
あ
り
ま
す
。「
恥
を
知
ら
ず
に
生
き
る
こ

と
は
易
し
い
」
と
は
、
中
居
氏
や
フ
ジ
テ
レ
ビ
幹
部
の

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
私
自
身
の
日
常
生
活
へ
の
反
省

も
促
す
釈
尊
の
ご
指
摘
で
す
。

今
回
の
話
は
、
祇ぎ

園お
ん

精
し
ょ
う

舎じ
ゃ

に
釈
尊
の
高
弟
・
舎し
ゃ

利り

弗ほ
つ
と
共
住
し
て
い
た
チ
ュ
ー
ラ
サ
ー
リ
ー
と
い
う
弟
子

の
逸
話
か
ら
で
す
。

チ
ュ
ー
ラ
サ
ー
リ
ー
は
、
釈
尊
の
弟
子
の
な
か
で
も
、

身
体
に
対
す
る
知
識
が
豊
富
で
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
治

療
行
為
を
し
て
喜
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
チ
ュ
ー
ラ
サ
ー
リ
ー
が
、
托
鉢
に
出
か
け

る
中
で
、
街
で
治
療
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
喜
ん
だ
患
者

が
た
い
へ
ん
す
ぐ
れ
た
食
事
を
供
養
し
ま
し
た
。
そ
れ

を
受
け
取
っ
た
チ
ュ
ー
ラ
サ
ー
リ
ー
は
、
親
切
の
つ
も

り
で
、
舎
利
弗
に
会
う
と
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
尊
者
よ
、
あ
な
た
さ
ま
は
こ
の
よ
う
な
食
べ
物
を
得
る

こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
お
召
し
上
が
り
く
だ
さ

い
。
私
は
い
つ
で
も
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
」

そ
の
と
き
、
舎
利
弗
は
何
も
応
え
ず
、
そ
の
ま
ま
立
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ア
メ
リ
カ
の
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
で
活

躍
さ
れ
た
イ
チ
ロ
ー
さ
ん
が
日
本
で
の

野
球
殿
堂
入
り
に
続
い
て
、
ア
メ
リ
カ

で
の
殿
堂
入
り
を
果
た
し
ま
し
た
。
惜

し
く
も
満
票
に
は
一
票
足
り
な
か
っ
た
こ

と
を
記
者
に
問
わ
れ
る
と
、

「
む
し
ろ
一
票
足
り
な
か
っ
た
こ
と
が
嬉

し
い
で
す
。
不
完
全
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ

か
ら
も
歩
み
を
続
け
る
原
動
力
に
な
り

ま
す
か
ら
ね
。」

と
、
爽
や
か
に
答
え
て
み
え
ま
し
た
。

こ
の
ひ
と
言
が
ず
っ
と
心
に
残
り
、
あ

れ
こ
れ
考
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
普
通
な

ら
、
自
分
の
欠
点
を
指
摘
さ
れ
た
と
き
、

或
い
は
未
熟
な
部
分
に
気
付
か
さ
れ
た
時

に
は
、
落
ち
込
ん
だ
り
、
中
に
は
あ
き
ら

め
た
り
し
て
、
後
ろ
向
き
な
気
持
ち
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

イ
チ
ロ
ー
さ
ん
が
、
ど
ん
な
困
難
な

中
で
も
少
し
ず
つ
で
も
成
長
す
る
よ
う
、

ず
っ
と
歩
み
続
け
て
き
た
姿
を
思
い
浮

か
べ
る
こ
と
が
で
き
、
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。

「
僕
に
投
票
し
な
か
っ
た
方
を
ぜ
ひ
我

が
家
に
招
待
し
て
お
酒
を
飲
み
交
わ
し

た
い
で
す
」
と
、
素
敵
な
ジ
ョ
ー
ク
ま

で
付
け
加
え
て
く
れ
た
の
も
イ
チ
ロ
ー

さ
ん
な
ら
で
は
で
し
た
。

ち
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
件
を
聞
い
た
釈
尊
は
、「
傲
ご
う

慢ま
ん
な
も
の

は
楽
を
生
き
る
が
、
わ
が
身
を
恥
じ
て
慙
ざ
ん

愧き

を
そ
な
え
て
い
る
も
の
は
、
苦
を
生
き
る
も

の
で
す
」と
弟
子
た
ち
を
諭
し
た
と
言
い
ま
す
。

◇ 

慙
愧
の
な
い
人
を
畜
生
を
名
づ
け
る 

◇

『
①

涅ね

槃は
ん

経ぎ
ょ
う』
の
中
に
、
慙
愧
に
つ
い
て
、

書
か
れ
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。

「
二
つ
の
清
浄
な
法
が
あ
っ
て
、
よ
く
人
を

救
っ
て
い
る
。
一
つ
に
は
慙
、
二
つ
に
は
愧

で
あ
る
。
慙
と
は
自
ら
進
ん
で
罪
を
作
ら

な
い
よ
う
に
す
る
心
、
愧
と
は
人
を
そ
そ
の

か
し
て
罪
を
作
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な

い
心
で
あ
る
。
ま
た
、
慙
と
は
内
心
み
ず
か

ら
深
く
恥
じ
る
こ
と
、
愧
と
は
人
に
向
か
っ

て
告
白
す
る
こ
と
で
あ
り
、
慙
と
は
人
に
対

し
て
恥
じ
る
こ
と
、
愧
と
は
天
に
向
か
っ
て

恥
じ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
慙
愧
と
呼

ぶ
。
慙
愧
の
心
の
な
い
も
の
を
、
人
と
呼
ば

な
い
。
畜
生
と
名
づ
け
る
。」（
石
田
瑞
麿
訳
）

こ
の
言
葉
は
、
父
王
（
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
）

を
牢
獄
で
獄
死
さ
せ
、
母
妃
（
イ
ダ
イ
ケ
）

を
城
の
奥
に
深
く
に
幽
閉
し
て
、
王
舎
城
の

王
と
な
っ
た
ア
ジ
ャ
セ
が
、
や
が
て
自
ら
の

犯
し
た
罪
の
重
さ
に
気
付
き
、
心
身
と
も
深

い
病
に
な
っ
て
い
た
と
き
、
王
舎
城
の
名
医

（
②

ギ
バ
大
臣
）
が
与
え
た
有
名
な
言
葉
で
す
。

人
は
さ
ま
ざ
ま
な
業
を
重
ね
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
業
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
結

果
が
で
ま
す
。
善
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
善
い

結
果
が
残
り
、
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
悪
い
結

果
が
残
り
ま
す
。
悪
い
結
果
が
出
た
と
き

に
、
人
の
せ
い
に
し
て
も
自
業
自
得
で
す
か

ら
、
結
果
は
自
分
に
残
る
も
の
で
す
。

悪
い
結
果
が
出
た
と
き
に
、
慙
愧
の
心
を

も
っ
て
反
省
す
る
こ
と
は
、
つ
ら
く
苦
を
生

き
る
こ
と
に
な
る
が
、
反
面
、
慙
愧
の
心
を

持
た
な
け
れ
ば
、
や
が
て
畜
生
の
よ
う
に
卑

し
く
な
る
と
釈
尊
は
教
え
て
下
さ
い
ま
す
。

①
【
涅
槃
経
】　

『
涅
槃
経
』
は
、
釈
尊
の
入
滅
さ
れ
る
そ
の

日
の
最
後
の
説
法
を
通
し
て
、
仏
教
の
根
本

思
想
を
伝
え
る
経
典
で
あ
る
。
ク
シ
ナ
ー

ラ
ー
の
沙
羅
双
樹
の
中
で
釈
尊
が
、「
仏
の

永
遠
性
」「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
な
ど
の

真
理
を
語
る
。
仏
は
永
遠
で
あ
り
、
全
て
の

人
間
に
は
、
仏
の
さ
と
り
を
得
ら
れ
る
「
仏

性
」
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。日
本
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

（
岩
波
書
店
、
高
崎
直
道
著
『
涅
槃
経
を
読

む
』
の
は
し
が
き
よ
り
）

②
【
ギ
バ
大
臣
】

釈
迦
時
代
の
伝
説
的
名
医
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
ジ
ー
バ
カ
の
漢
訳
。
ギ
リ
シ
ア
植
民

地
に
近
い
タ
ク
シ
ャ
シ
ラ
ー
（
タ
ク
シ
ラ
）
で

医
学
を
学
び
、
王
舎
城
で
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ

（
頻び
ん

婆ば

娑し
ゃ

羅ら

）、
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
（
阿あ

闍じ
ゃ

世せ

）
両
王
の
侍
医
と
な
り
、
大
臣
も
務
め
た
。

深
く
釈
迦
に
帰
依
し
、
弟
子
の
病
を
救
っ
た

と
い
わ
れ
る
。
中
国
の
名
医
・
扁へ
ん

鵲じ
ゃ
くと
並
称

さ
れ
る
。（
百
科
事
典
マ
イ
ペ
デ
ィ
ア
よ
り
）

《
第
五
十
八
回
　
仏
教
徒
の
生
き
方 

》

先
日
、
坊
さ
ん
の
会
食
会
に
参
加

し
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
「
仏
教
は

生
き
方
を
説
く
の
か
」
と
い
う
こ
と

が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

当
然
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
あ
る
方
が
「
そ
う
で
は

な
い
」
と
い
わ
れ
て
驚
き
ま
し
た
。

よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
「
真
宗
門

徒
た
る
も
の
こ
の
よ
う
に
生
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
思
考
を
固
定
化

し
て
し
ま
う
の
は
、
執
着
に
囚
わ
れ

た
生
き
方
と
な
る
と
も
思
え
ま
す
。

そ
れ
以
降
、
は
っ
き
り
と
し
た
答

え
が
出
な
い
で
い
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。
お
釈
迦
様
は
、
お
よ

そ
二
千
五
百
年
前
の
４
月
８
日
に
イ

ン
ド
で
御
誕
生
に
な
り
、八
十
歳
の
生
涯
を
生

き
ら
れ
て
、
２
月
15
日
に
ネ
パ
ー
ル
の
ク
シ
ナ

ガ
ラ
と
い
う
と
こ
ろ
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
は
、
亡
く
な
ら
れ
る
前
に
、
チ
ュ

ン
ダ
と
い
う
鍛
冶
屋
さ
ん
か
ら
、
キ
ノ
コ
の
粥

の
供
養
を
受
け
ま
し
た
。
体
調
が
思
わ
し
く

な
い
と
聞
い
た
チ
ュ
ン
ダ
が
で
き
る
精
一
杯
の

供
養
で
し
た
が
、
お
釈
迦
様
は
そ
の
き
の
こ
の

粥
に
あ
た
り
、
粥
を
残
し
て
土
の
中
に
埋
め
て

し
ま
わ
れ
ま
し
た
。
チ
ュ
ン
ダ
は
、
大
変
な
こ

と
を
し
て
し
ま
っ
た
と
後
悔
し
た
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
の
と
き
お
釈
迦
様
は
、「
私
は

人
生
で
二
度
の
素
晴
ら
し
い
供
養
を
受
け
ま

し
た
。
一
度
は
、
ス
ジ
ャ
ー
タ
か
ら
受
け
た
供

養
で
す
。
そ
し
て
二
度
目
は
、
チ
ュ
ン
ダ
か
ら

受
け
た
供
養
で
す
」
と
、
チ
ュ
ン
ダ
の
心
に
感

謝
し
、
つ
い
に
涅
槃
の
時
を
迎
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
お
釈
迦
様
は
頭
を
北
に
し
て
、

顔
を
西
に
向
け
て
静
か
に
涅
槃
へ
と
入
ら
れ
ま

す
。
弟
子
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
生
き

て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
迷
い
泣
き
叫
び
ま
し
た
。

そ
の
時
の
様
子
を
描
い
た
の
が
涅
槃
図
で
す
。

実
は
、
２
月
15
日
に
、
泉
田
町
の
観
音
堂

さ
ん
で
報
恩
講
を
勤
め
ら
れ
ま
す
が
、
観
音

堂
さ
ん
が
昔
か
ら
ま
も
っ
て
い
る
立
派
な
涅
槃

図
を
、
お
釈
迦
様
の
御
命
日
に
お
ま
つ
り
す

る
日
に
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
2
月
15
日
に
観
音
堂
さ
ん
に

行
け
ば
涅
槃
図
を
拝
見
で
き
ま
す
。

２月にお釈迦様の御命日２月にお釈迦様の御命日
があると聞きましたが、があると聞きましたが、

どこかでお参りできますか？どこかでお参りできますか？

イ
チ
ロ
ー
さ
ん
の
言
葉

コーナーコーナー



◆
新
春
寺
カ
フ
ェ
で
寄
席
＝ 

さ
る
1
月
5

日
、
前
回
好
評
に
つ
き
、
新
春
寺
カ
フ
ェ

寄
席
が
順
慶
寺
に
て
開
催
さ
れ
た
。
当
日
、

愛
知
教
育
大
学
落
語
研
究
会
の
皆
さ
ん
に

よ
る
新
春
寄
席
二
席
と
、
今
川
町
の
橋
本

久
美
子
先
生
と
教
え
子
に
よ
る
日
本
舞
踊

が
披
露
さ
れ
、
50
名
を
越
え
る
皆
さ
ん
が

新
春
の
雰
囲
気
を
満
喫
し
た
。

◆
高
畑
組
・
加
藤
さ
か
ゑ
さ
ん
掃
除
機
を

寄
進
＝ 

本
年
１
月
、
高
畑
組
の
加
藤
さ
か

ゑ
さ
ん
が
、
本
堂
の
掃
除
機
が
古
く
な
っ

た
か
ら
と
、
新
し
い
掃
除
機
を
寄
進
さ
れ

た
。
古
い
掃
除
機
は
、
夫
で
あ
る
高
畑
組

元
総
代
・
故
加
藤
征
平
氏
が
護
寺
会
会
計

を
さ
れ
た
際
に
、
護
寺
会
で
購
入
し
た
も

の
だ
っ
た
。

１
月
に
今
年
度
は
じ
め
て
順
慶
寺
本
堂
で

葬
儀
を
実
施
し
ま
し
た
。
昨
年
４
月
の
護
寺

会
総
会
で
、
本
堂
葬
儀
に
つ
い
て
大
々
的
に

広
報
し
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
ご
縁
が
で
き

た
と
い
う
の
が
実
感
で
す
。
本
堂
葬
儀
は
、

古
式
に
則
っ
た
葬
儀
が
で
き
る
と
い
う
の
で
、

十
七
年
前
に
始
ま
っ
た
当
初
、
大
い
に
評
判

を
呼
び
ま
し
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
時
代
の

ニ
ー
ズ
に
は
乗
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
も
う

ひ
と
工
夫
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。（
住
）

･･･････････････････････････

新
年
を
迎
え
、
街
に
は
初
売
り
や
初
詣
で

賑
わ
い
、
ま
た
、
寒
さ
の
中
で
も
梅
の
つ
ぼ

み
が
ほ
こ
ろ
ぶ
様
子
を
見
る
と
、
春
の
訪
れ

を
感
じ
ま
す
。
今
年
も
心
新
た
に
挑
戦
を
重

ね
、
実
り
多
い
一
年
に
し
た
い
で
す
。（
若
）

【3】　　　　2025 年 1月 28 日発行

1
月
度
護
寺
会
物
故
者
（
敬
称
略
）

例
年
、
大
晦
日
の
23
時
45
分
か
ら
新
年

に
か
け
て
の
一
時
間
、
順
慶
寺
に
て
年
越

し
勤
行
を
勤
め
て
い
ま
す
。

穏
や
か
な
年
越
し
に
な
っ
た
今
年
も
、
例

年
通
り
年
越
し
勤
行
を
開
催
し
ま
し
た
。

大
晦
日
当
日
、
23
時
15
分
に
総
代
に

よ
っ
て
山
門
が
開
門
さ
れ
、
除
夜
の
鐘
を

撞
か
れ
る
方
、
本
堂
で
お
勤
め
を
さ
れ
る

方
が
山
門
か
ら
順
慶
寺
に
集
ま
っ
て
来
ら

れ
ま
し
た
。

本
堂
で
お
勤
め
が
始
ま
る
の
は
、
23
時

45
分
。
そ
の
時
間
に
は
本
堂
は
ほ
ぼ
満
堂

に
な
り
、
本
堂
の
喚
鐘
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ

て
、
住
職
、
若
院
が
入
堂
し
て
、
正
信
偈

の
お
勤
め
が
始
ま
り
ま
す
。
新
年
に
相
応

し
く
、
い
つ
も
よ
り
張
り
の
あ
る
お
勤
め

が
始
ま
る
と
、
同
時
に
、
境
内
か
ら
除
夜

の
鐘
も
鳴
り
始
め
ま
す
。

そ
し
て
、
正
信
偈
の
お
勤
め
を
し
て
い

賢
徳
院
釋
樹
功

1
月
2
日
寂 

塚
本
茂
樹（
93
）

今
川
東
組 

塚
本
春
男
様
の
父

る
間
に
日
付
が
か
わ
り
、
新
年
始
め
の
お

勤
め
と
し
て
の
修
正
会
と
な
り
ま
す
。

修
正
会
の
お
勤
め
が
終
わ
る
と
、
住
職

の
年
頭
所
感
、
責
任
役
員
挨
拶
、
護
寺
会

会
長
挨
拶
が
あ
り
、
そ
の
後
、
参
詣
に
来

ら
れ
た
方
が
、
各
自
焼
香
を
さ
れ
て
い
か

れ
ま
し
た
。
今
年
も
、
お
屠
蘇
と
お
汁
粉

の
接
待
も
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
住
職
の
年
頭
の
言
葉
は
、

ど
ん
な
ひ
と
で
も

ど
ん
な
と
き
で
も

「
あ
り
が
と
う
」
の
一
声
で

こ
こ
ろ
の
闇
は
照
ら
さ
れ
て

や
さ
し
い
こ
こ
ろ
が
動
き
出
す

で
し
た
。

教
恵
院
釋
忠
厚

1
月
9
日
寂 

塚
本
忠
臣（
83
）

今
川
西
組 

塚
本
潤
様
の
父

聞
進
院
釋
尼
生
願

1
月
4
日
寂 

志
水
生
子（
94
）

落
合
組 

佐
々
木
芳
子
様
の
母

釋
尼
妙
時

1
月
9
日
寂 

服
部
時
子（
99
）

東
浦
町 

服
部
圭
祐
様
の
祖
母

静
観
院
釋
尼
禎
瑞

1
月
11
日
寂 

加
藤
禎
代（
51
）

刈
谷
市 

加
藤
猛
様
の
妻

知
新
院
釋
玄
興

1
月
19
日
寂 

塚
本
玄
竹（
65
）

今
川
西
組 

塚
本
龍
生
様
の
父

さ
る
１
月
２
日
、
元
今
川
東
組
総
代
、
塚

本
茂
樹
氏
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
茂
樹
氏
は
、

地
域
の
役
を
歴
任
さ
れ
る
傍
ら
、
順
慶
寺
で
は
、

総
代
を
二
期
６
年
、
蓮
如
上
人
五
百
回
御
遠
忌

法
要
の
委
員
を
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。

塚
本
茂
樹
氏
逝
去

元
今
川
東
組
総
代
・
旧
御
遠
忌
委
員

さ
る
１
月
９
日
、
元
今
川
西
組
総
代
、
塚

本
忠
臣
氏
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
忠
臣
氏
は
、

豊
明
市
で
校
長
、
校
長
会
の
会
長
を
務
め
ら
れ
、

叙
勲
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
順
慶
寺
で
は
、
今
川

西
組
の
総
代
と
し
て
大
い
に
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

塚
本
忠
臣
氏
逝
去

元
今
川
西
組
総
代
・
旧
御
遠
忌
委
員

住職の年頭挨拶

新
春
寺
カ
フ
ェ
写
真
館

新
春
寺
カ
フ
ェ
写
真
館

愛教大
落研寄席

今川の
日本舞踊

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

年
越
し
勤
行
・
修
正
会
を
開
催



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 土
2 日
3 月
4 火
5 水
6 木 木－１
7 金
8 土
9 日

10 月
11 火
12 水
13 木 木 -2
14 金  定例責役総代会（19：00～、順慶寺玄関）

15 土  観音堂報恩講（午前10：00～、午後1：00～）
16 日
17 月  岡崎教区２１組・門徒会研修（13：30～、順慶寺本堂）
18 火
19 水
20 木 木 -3
21 金  新旧役員交代会（18：00～、順慶寺奥座敷）
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）
 新護寺会四役会議（18：00～）

●
２
月
の
寺
カ
フ
ェ
は
お
休
み

毎
月
１
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
寺

カ
フ
ェ
で
す
が
、
例
年
２
月
は
冬
期

0

0

0

0

0

お
休
み

0

0

0

と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
今
年
も
、
２
月
は
お
休
み
と
し
、

３
月
１
日
か
ら
再
開
し
ま
す
。
く

れ
ぐ
れ
も
お
間
違
え
の
な
い
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

●
新
年
度
護
寺
役
員
年
番
会
に
つ
い
て

令
和
７
年
度
新
年
番
、
護
寺
役

員
に
対
す
る
行
事
等
の
説
明
会
が
、

３
月
8
日
に
順
慶
寺
に
て
開
催
さ

れ
ま
す
。
新
年
番
の
皆
さ
ん
と
護

寺
役
員
の
皆
さ
ん
に
は
、
各
地
総

代
よ
り
案
内
状
が
配
布
さ
れ
ま
す
。

●
21
組
対
抗
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
に
つ
い
て

毎
年
春
に
開
催
し
て
い
る
、
21

組
対
抗
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
が
本
年
も

4
月
21
日
に
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
は
、
新
た
に
一
ツ
木
町
の
法
林

寺
さ
ん
も
加
わ
り
、
六
ヶ
寺
で
の

対
抗
戦
と
な
り
ま
し
た
。
腕
自
慢

の
方
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
順

慶
寺
ま
で
ご
一
報
を
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

２月の主な行事予定
2025 年 2 月号　　　　【4】

おしらせ

ス
ギ
の
花

み
な
さ
ん
、
２
月
に
入
る
と
節
分
に

な
っ
て
、
早
速
春
に
な
り
ま
す
ね
。
で
も
、

節
分
の
こ
ろ
は
い
つ
も
寒
い
の
で
、
ま
だ

ま
だ
春
は
遠
い
と
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
、
２
月
に
な
る
と
早
速
ス
ギ
花

粉
が
飛
び
始
め
て
、
花
粉
症
の
人
は
く

し
ゃ
み
が
出
だ
す
と
、
春
が
来
た
な
と
感

じ
る
人
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
聞
く

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
お
よ
そ
４

割
が
花
粉
症
だ
そ
う
で
、
２
月
か
ら
憂

う
つ
な
時
を
過
ご
す
人
が
沢
山
で
す
ね
。

日
本
人
の
国
民
病
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

ス
ギ
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
高
度
成
長

を
迎
え
る
中
で
、
木
材
需
要
の
急
激
な
伸

び
が
見
込
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
規
模
に

植
林
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
で
は
ス

ギ
の
需
要
も
減
り
、
大
量
の
ス
ギ
花
粉
と

と
も
に
そ
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
た
樹
木
が

多
く
、
ま
た
、
針
葉
樹
で
保
水
力
が
弱
く
、

人
工
林
は
根
も
浅
い
こ
と
か
ら
、
防
災
の

点
か
ら
も
問
題
だ
そ
う
で
す
。

　
日
本
晴

　
日
本
晴

杉
の
花
粉
の
峡
を
出
づ

杉
の
花
粉
の
峡
を
出
づ

神
蔵
器

神
蔵
器

2
月
行
事
内
容 

詳
細

観
音
堂
報
恩
講

2
月
15
日（
土
）

	

午
前
10
時
・
午
後
1
時			

泉
田
町
・
観
音
堂

	

法
話		

三
浦
真
教
氏（
西
尾
市
良
興
寺
）

順
慶
寺
門
徒
で
あ
る
、
鬼
頭
家
が
護
る

観
音
堂
で
、
報
恩
講
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。

昨
年
同
様
、
午
前
午
後
の
日
程
で
法
要

が
勤
め
ら
れ
、
ご
法
話
も
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
皆
さ
ま
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

御
参
詣
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

二
十
一
組
門
徒
会
研
修

2
月
17
日（
月
）

	

午
後
１
時
30
分
～	　
順
慶
寺
本
堂

	

講
師　

伊
奈
恵
祐
氏（
西
尾
市
安
楽
寺
）

	

講
題　
「
本
願
寺
の
成
立
」

昨
年
と
同
様
、
岡
崎
教
区
二
十
一
組
の

門
徒
会
研
修
が
、
２
月
と
３
月
に
亘
っ

て
開
催
さ
れ
ま
す
。
本
年
は
、
西
尾
市

か
ら
伊
奈
恵
祐
氏
を
迎
え
、
本
願
寺
の

さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
に
つ
い
て
講
義
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
第
一
回
目
は
、
本
願

寺
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
。
研
修
当
日

は
、
一
般
の
参
加
募
集
は
し
な
い
も
の

の
、
寺
院
役
職
者
研
修
も
兼
ね
る
こ
と

か
ら
、
総
代
な
ど
組
内
各
寺
院
で
役
職

さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
の
参
加
も
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。


