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【
１
月
の
行
事
予
定
】

☆
正
月
歳と
し

始は
じ
め

祈
祷　

１
日
～
15
日

　

※
歳
始
祈
祷
申
込
受
付
中

　

※
開
運
シ
ー
ル
の
授
与

★
書
初
め
写
経
会　

13
日
㈰
11
時

　

北
辰
閣
２
階
に
て
金
紙
に
写
経

　

初
心
者
の
方
も
ど
う
ぞ
！

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈫
13
時

願
い
事
を
書
い
た
兜
矢
を
献
納

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈫
15
時

＊
お
火
焚
祭
り
は
２
月
11
日
で
す

＊
２
月
ま
で
茶
論
は
お
休
み

《
送
迎
車
の
ご
案
内
》

能
勢
電
鉄
ケ
ー
ブ
ル
・
リ
フ
ト
は
、

12
月
３
日
～
３
月
15
日
運
休
（
但
し

大
晦
日
～
１
月
３
日
は
運
転
）

御
祈
祷
・
御
回
向
等
を
受
け
ら
れ
る

方
は
能
勢
電
鉄
「
妙
見
口
」
駅
～
妙

見
山
上
の
間
を
能
勢
妙
見
山
か
ら
送

迎
車
を
出
し
ま
す
。
事
前
予
約
が
必

要
で
す
の
で
妙
見
山
事
務
所
ま
で
ご

連
絡
下
さ
い
。

　

電
話
０
７
２
（
７
３
９
）
０
３
２
９

甘
藍
（
カ
ン
ラ
ン
）

新
實 

信
導

　
「
カ
ン
ラ
ン
持
っ
て
い
く
か
」

祖
母
が
今
か
ら
畑
に
行
っ
て
野

菜
を
取
っ
て
く
る
か
ら
も
う
少

し
待
っ
て
ほ
し
い
と
母
に
伝
え

た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
祖
母

は
大
き
な
キ
ャ
ベ
ツ
を
抱
え
て

畑
か
ら
帰
っ
て
き
た
。

　

こ
の
時
私
は
子
供
な
が
ら
に

カ
ン
ラ
ン
＝
キ
ャ
ベ
ツ
で
あ
る

こ
と
が
理
解
で
き
た
。

　

キ
ャ
ベ
ツ
の
名
前
の
由
来
は

英
語
の
キ
ャ
ベ
ッ
ジ（cabbage

）

か
ら
来
て
い
る
そ
う
で
、
キ
ャ

ベ
ッ
ジ
と
は
、
頭
を
意
味
す
る

ラ
テ
ン
語
の
カ
プ
ト
（caput

）

が
語
源
で
あ
る
と
い
う
。ま
た
、

別
名
に
中
国
語
名
の
甘
藍
（
カ

ン
ラ
ン
）
が
あ
り
、
昔
は
こ
の

呼
び
名
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と

い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
法
華
経
の
名
称

は
妙
法
蓮
華
経
を
略
し
た
も
の

で
、
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
サ
ッ
ダ
ル
マ
プ
ン
ダ

リ
ー
カ
ス
ー
ト
ラ
（saddharm

a-
pundariika-suutra

）「
正
し
い

教
え
で
あ
る
白
い
蓮
の
花
の
経

典
」
と
い
う
意
で
、
こ
れ
を
漢

字
に
音
写
し
た
の
が
薩
達
磨
芬

陀
梨
伽
蘇
多
覧
で
あ
る
。

　

天
台
大
師
智
顗
（
ち
ぎ
）
の

作
と
伝
え
ら
れ
る
「
頂
経
偈
」

に
は
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

　

  

稽
首
妙
法
蓮
華
経　

薩
達
磨　

分
陀
利
伽　

一
秩
八
軸
四
七　

品　

六
万
九
千
三
八
四　

一　

一
文
文
是
真
仏　

真
仏
説
法　

利
衆
生　

衆
生
皆
已
成
仏
道　

故
我
頂
礼
法
華
経

　

稽
首
と
は
、
頭
を
地
に
つ
け

る
礼
で
妙
法
蓮
華
経
に
礼
拝
す

る
意
。
薩
は
妙
、
達
磨
は
法
、

芬
陀
梨
伽
は
蓮
華
、
蘇
多
覧
は

経
を
意
味
す
る
。
一
帙
と
は
、

書
物
の
傷
み
を
防
ぐ
た
め
、
包

む
入
れ
物
。
八
軸
と
は
法
華
経

の
全
八
巻
。
四
七
品
と
は
法
華

経
の
品
数
で
全
二
十
八
品
。
六

万
九
千
三
八
四
は
法
華
経
の
文

字
数
。
一
々
文
々
是
真
仏
と
は

法
華
経
の
一
一
の
文
字
が
御
仏

そ
の
も
の
で
あ
り
、
仏
様
は
法

を
お
説
き
な
ら
れ
、
利
益
を
与

え
て
く
だ
さ
る
。
つ
ま
り
、
私

た
ち
衆
生
は
経
巻
を
拝
読
し
、

頂
戴
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
も

う
す
で
に
仏
道
を
成
就
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
経
巻
を

御
仏
と
思
い
、
両
手
で
押
し
頂

く
と
こ
ろ
に
信
仰
が
あ
る
。

　

今
で
は
甘
藍
と
い
う
言
葉
は

使
わ
な
く
な
っ
た
が
、
キ
ャ
ベ

ツ
は
日
本
の
食
卓
を
代
表
と
す

る
野
菜
と
な
っ
た
。
法
華
経
が

日
本
を
代
表
と
す
る
経
典
と
な

り
、
や
が
て
世
界
中
に
弘
ま
っ

て
い
く
こ
と
を
祈
る
。

『
序
品
第
一
』

東
の
峰
に　

昇
る
陽
は

世
界
を
照
ら
す　

希
望
の
光

心
の
闇
を　

切
り
開
き

英
気
を
み
ん
な
に　

届
け
ま
す

未
来
の
扉
を　

叩
き
ま
し
ょ
う

運
は
自
分
で　

開
く
も
の

そ
こ
に
気
づ
け
ば

仏
さ
ま　

エ
ー
ル
の
光
を

放
つ
で
し
ょ
う

佛ほ
と
け

　

眉み

間け
ん

白び
ゃ
く

毫ご
う

の

　
　

光ひ
か
り

を
放は

な

っ
て

東と
う

方ほ
う

萬ま
ん

八は
っ

千せ
ん

の
世せ

界か
い

を

　
　

照て
ら

し
た
も
う
に

周し
ゅ
う

徧へ
ん

せ
ざ
る
こ
と
な
し



俳
　

壇

〜
み
の
り
〜
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長
者
窮
子
喩
（
一
）

　

続
い
て
長
者
窮
子
の

喩
え
に
つ
い
て
み
て
い

き
ま
す
。
長
者
窮
子
の

喩
え
は
信
解
品
第
四
に

説
か
れ
る
喩
え
で
す
。

　

あ
る
父
親
の
も
と
か

ら
突
如
息
子
が
失
踪
し
ま
す
。
父

親
は
息
子
を
探
す
旅
に
出
て
、
そ

の
旅
先
で
商
売
に
成
功
し
長
者
と

な
り
ま
す
。
そ
し
て
あ
る
日
、
偶

然
に
も
父
親
の
豪
邸
の
前
を
乞
食

と
な
っ
た
息
子
が
通
り
か
か
り
、

父
親
は
慌
て
て
連
れ
戻
そ
う
と
し

ま
す
が
、
息
子
は
恐
怖
の
あ
ま
り

逃
げ
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ

で
父
親
は
従
者
に
、
豪
邸
で
一
緒

に
汚
物
処
理
を
し
よ
う
、
と
言
っ

て
息
子
を
誘
い
出
す
よ
う
に
命
じ

ま
し
た
。
そ
し
て
息
子
は
父
親
の

邸
宅
で
汚
物
処
理
を
す
る
よ
う
に

な
り
、
や
が
て
は
長
者
の
財
産
管

理
を
す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
父
親
は
死
期
が
近
付
い
て

い
る
こ
と
を
知
る
と
、
従
者
を
枕

元
へ
集
め
、
こ
の
乞
食
が
自
分
の

息
子
で
あ
り
、
全
財
産
を
息
子
に

譲
る
こ
と
を
明
か
し
ま
し
た
。

賀
状
前
に
て

中
沢 

勇
輝

白
雲
の
去
り
又
来
る
冬
う
ら
ら

山
か
げ
の
家
二
三
軒
ゆ
ず
実
る

数
へ
日
や
仏
具
を
磨
く
縁
広
し

一
仕
事
終
へ
て
囲
む
や
牡
丹
鍋

暮
早
し
ど
こ
か
で
響
く
寺
の
鐘

　

年
末
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
と

に
か
く
忙
し
い
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
グ
ー
グ
ル

カ
レ
ン
ダ
ー
で
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

管
理
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
毎

日
の
よ
う
に
何
か
し
ら
予
定
が

入
っ
て
い
る
。

　

前
回
、
丸
一
日
休
ん
で
い
た

の
は
い
つ
だ
っ
た
か
と
見
返
す

と
ど
う
や
ら
半
年
も
前
の
こ
と

だ
っ
た
。
歳
を
重
ね
る
と
、
こ

ん
な
に
は
動
け
な
い
な
と
思
う

が
、
何
と
か
な
っ
て
い
る
自
分

に
少
し
驚
く
。

　

余
談
だ
が
師
走
の
語
源
は
、

お
坊
さ
ん
が
年
末
に
檀
信
徒
の

家
に
伺
い
、お
勤
め
を
す
る「
窯

締
め
」か
ら
来
て
い
る
ら
し
い
。

窯
締
め
で
、
お
盆
の
棚
経
の
よ

う
に
、あ
ち
こ
ち
の
家
に
伺
い
、

走
り
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
来

た
そ
う
だ
。

　

関
西
で
は
見
か
け
な
い
風
習

だ
が
関
東
で
は
よ
く
見
か
け
る

と
聞
く
。
関
東
の
お
寺
さ
ん
も

大
変
だ
な
と
思
い
つ
つ
、
こ
の

忙
し
さ
に
窯
締
め
ま
で
あ
る
と

ど
う
に
も
な
ら
な
い
な
と
つ
い

思
っ
て
し
ま
う
。

　

あ
ま
り
に
も
忙
し
い
の
で
こ

の
時
期
、
そ
ろ
そ
ろ
書
い
て
い

る
は
ず
の
年
賀
状
も
一
切
手
に

つ
い
て
い
な
い
。

　

真
っ
白
な
年
賀
は
が
き
の
束

が
私
の
机
の
上
で
早
く
書
け
と

で
も
い
う
か
の
よ
う
に
存
在
を

示
し
て
い
る
が
、
い
つ
も
見
て

見
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
。
そ
ん

な
、
も
の
ぐ
さ
な
私
と
比
べ
る

と
（
比
べ
る
こ
と
自
体
、
失
礼

な
気
も
す
る
が
）
日
蓮
大
聖
人

は
な
ん
と
も
筆
マ
メ
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　

現
存
す
る
真
蹟
（
大
聖
人
が

書
い
た
も
の
で
あ
る
と
確
実
に

認
め
ら
れ
る
筆
跡
）
だ
け
で
も

お
お
よ
そ
の
数
字
を
『
昭
和
定

本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
に
拠
っ
て

挙
げ
れ
ば
、
著
作
・
書
状
の
う

ち
完
全
に
伝
存
す
る
も
の
一
一

三
点
、
断
片
の
存
在
す
る
も
の

八
七
点
、
図
録
の
完
全
な
も
の

二
一
点
、
断
片
の
あ
る
も
の
二

九
点
、
著
作
ま
た
は
書
状
の
断

簡
三
五
七
点
、（
た
だ
し
重
複
・

連
結
す
る
も
の
数
点
）、
要
文

断
片
一
四
〇
点
、
書
写
本
二
三

点
。

　

と
、
と
ん
で
も
な
い
数
だ
。

そ
れ
だ
け
大
聖
人
が
お
弟
子
や

ご
信
徒
に
い
つ
も
心
を
配
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
愚
考

す
る
。
私
も
弟
子
の
末
席
で
あ

る
か
ら
、
ま
ず
は
大
聖
人
の
真

似
（
こ
れ
も
失
礼
か
）
を
し
よ

う
と
決
心
し
て
真
っ
白
な
年
賀

状
の
束
と
格
闘
し
よ
う
。

　

先
月
号
の
こ
の
欄
に
掲

載
さ
れ
た
と
お
り
、
副
住

職
は
十
一
月
一
日
よ
り
千

葉
中
山
の
大
本
山
法
華
経

寺
に
開
設
さ
れ
て
い
る
日

蓮
宗
加
行
所
で
、
壱
百
日

間
の
修
行
中
で
あ
る
。

四
度
目
の
修
行
の
眼
目
は

「
水
神
相
承
」
と
呼
ば
れ
る

相
伝
を
伝
授
さ
れ
る
こ
と

に
あ
る
。
万
物
を
組
成
す

る
と
さ
れ
る
五
行
＝
木
火

土
金
水
＝
の
一
つ
で
あ
る

水
は
、
中
で
も
最
も
重
要

な
要
素
で
、
こ
れ
を
司
る

の
が
水
神
様
だ
。
生
物
の

根
源
で
あ
り
、
自
然
界
の

循
環
を
司
る
の
が
水
神
様
。

そ
の
水
神
様
の
法
を
伝
授

さ
れ
る
の
が
第
四
行
の
眼

目
だ
。
二
月
十
日
成
満
の

後
、
同
行
の
行
僧
上
人
と

と
も
に
帰
山
す
る
日
が
待

た
れ
る
。


