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【
３
月
の
主
な
行
事
】

☆
報
恩
大
祈
祷
会　

１
日
㈰
10
時
半

　

荒
行
僧
出
仕
。
水
行･

特
別
加
持

★
写
経
会　
　
　
　

８
日
㈰
11
時

★
星
嶺
演
奏
会　
　

15
日
㈰
11
時

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈰
13
時

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈰
15
時

【
４
月
の
行
事
予
定
】

★
写
経
会　
　
　
　

12
日
㈰
11
時

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈬
13
時

★
星
嶺
演
奏
会　
　

19
日
㈰
11
時

★
星
嶺
茶
論　
　
　

19
日
㈰
13
時

★
開
運
祭　
　
　
　

20
日
㈪
終
日

※
寺
務
所
窓
口
に
て
開
運
守
授
与

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈬
15
時

　

※
火
伏
守
札
を
授
与

★
星
嶺
祭　
　
　
　

29
日
㈷

　

11
時
30
分　

星
の
子
パ
レ
ー
ド

　

11
時
45
分　

子
供
祈
願
大
法
要

※
法
要
後
は
人
形
劇
、
太
鼓
演
奏
、

　

子
供
福
引
大
会
な
ど
。

星
嶺
祭
参
加
者
募
集
！

☆
星
の
子
（
祈
祷
料
三
、〇
〇
〇
円
）

　

参
加
希
望
者
は
11
時
に
集
合

清
掃
の
日　

４
月
15
日
11
時
〜
12
時

　

境
内
清
掃
を
す
る
新
た
な
行
事

　

で
す
。
ご
参
加
を
募
り
ま
す
。

《
交
通
の
ご
案
内
》

◆
ケ
ー
ブ
ル
＆
リ
フ
ト
冬
季
運
休
中

　

３
月
20
日
㈷
か
ら
毎
日
運
行
。

彼
岸

新
實 

信
導

　

一
年
を
通
じ
て
、
い
ち
ば
ん

日
の
長
い
日
が
「
夏
至
」、
短
い

の
が
「
冬
至
」。
そ
し
て
、
昼
と

夜
が
同
じ
な
の
が
、「
春
分
」
と

「
秋
分
」
で
あ
る
。

　

こ
の
春
分
の
日
は
、
国
民
の

祝
日
に
関
す
る
法
律
に
「
自
然

を
た
た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し

む
」
日
で
あ
る
と
定
め
ら
て
い

る
。

　

ち
ょ
う
ど
春
分
の
頃
に
今
年

の
豊
作
を
祈
る
太
陽
神
信
仰
が

起
源
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

太
陽
は
万
物
を
生
み
育
む
あ
り

が
た
い
恵
み
、
日
天
子
（
に
っ

て
ん
じ
）
で
あ
る
。
そ
の
日
天

子
様
に
今
年
の
豊
作
を
祈
る
か

ら
こ
そ
、
春
分
の
日
が
「
自
然

を
た
た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し

む
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
日
月
、
大
地
、
す

べ
て
の
生
き
物
に
感
謝
し
、
豊

年
を
祈
る
日
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
彼
岸
の
起
源
は

延
暦
二
五
年
（
八
〇
六
年
）、
毎

年
春
分
秋
分
を
中
心
と
す
る
七

日
間
に
、
五
畿
内
七
道
諸
国
の

国
分
寺
の
僧
に
、
桓
武
天
皇
の

弟
で
あ
る
崇
道
天
皇
（
早
良
親

王
）
菩
提
の
た
め
に
剛
般
若
波

羅
蜜
経
を
読
経
す
る
命
令
が
出

さ
れ
、
以
後
恒
例
と
な
り
、
こ

れ
が
後
に
彼
岸
会
に
な
っ
た
と

い
う
。

　

ま
た
『
源
氏
物
語
』『
蜻
蛉
日

記
』『
宇
津
保
物
語
』
等
に
「
彼

岸
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
彼
岸

は
一
般
的
な
言
葉
と
な
っ
て
き

た
と
思
わ
れ
る
。

　

日
蓮
大
聖
人
の
『
彼
岸
鈔
』

に
は
「
彼
岸
と
は
春
秋
の
時
節

の
七
日
、
信
仰
心
を
も
っ
て
、

善
行
を
行
え
ば
、
生
死
の
此
岸

か
ら
苦
界
の
蒼
波
を
し
の
ぎ
、

菩
提
の
彼
岸
に
至
る
時
節
で
あ

る
。
ゆ
え
に
こ
の
七
日
を
彼
岸

と
い
う
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、

「
こ
の
七
日
の
う
ち
に
一
善
の
小

行
を
行
え
ば
、
必
ず
や
仏
様
の

功
徳
が
得
ら
れ
る
。
他
の
時
期

に
日
夜
功
労
を
つ
く
す
よ
り
も
、

彼
岸
の
一
日
に
小
善
を
行
う
こ

と
で
大
菩
提
に
至
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
彼
岸
の
時
期
を
知

り
小
善
を
行
う
の
が
大
事
で
あ

る
」

　

春
秋
彼
岸
の
時
期
に
「
一
善

の
小
行
」
を
行
う
こ
と
。
す
な

わ
ち
、「
一
善
」
と
い
う
法
華
経

の
信
仰
を
持
ち
、
善
行
を
行
う

事
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
ご
先

祖
様
や
お
世
話
に
な
っ
た
方
々

の
供
養
も
し
か
り
、
何
よ
り
も

仏
様
に
法
味
を
言
上
し
感
謝
の

意
を
捧
げ
、
善
行
の
決
意
を
実

行
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

『
薬
草
喩
品
第
五
』

誰だ
れ
も
が
待
っ
て
た
こ
の
季き
せ
つ節

　
　

虫む
し
は
土つ
ち
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

這は

い
出だ

し
て

　
　

獣け
も
のは
穴あ
な
か
ら

　
　
　
　
　
　

顔か
お
を
出だ

す

　
　

一ひ
と
あ
め雨
ご
と
に
温ぬ
く
く
な
り

　
　

人ひ
と
も
衣こ
ろ
もを

　
　
　
　

脱ぬ

ぎ
始は
じ
め

　
　

草く
さ
き木
は

　
　
　
　
　
　

蕾つ
ぼ
みを
ふ
く
ら
ま
す

　

殻か
ら
を
破や
ぶ
っ
て
飛と

び
出だ

そ
う

　
　
　

老お

い
も
若わ
か
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　

今い
ま
、青
せ
い
し
ゅ
ん春

一い
ち

雲う
ん

の

　
　

雨ふ

ら
す
所と

こ
ろ

其そ

の
種し

ゅ

性し
ょ
う

に

　
　
　

稱か
の

う
て

　

生し
ょ
う

長ち
ょ
う

す
る

　
　
　

こ
と
を
得う

る



俳
　

壇

〜
み
の
り
〜
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結
び
に
か
え
て

　

こ
れ
ま
で
法
華
経
が

成
立
し
た
背
景
に
つ
い

て
概
観
し
、
法
華
七
喩

に
つ
い
て
解
説
し
て
き

ま
し
た
。
こ
の
法
華
七

喩
は
、
一
仏
乗
（
こ
の

世
の
全
て
の
生
物
は
悟
り
の
境
地

に
至
る
こ
と
が
で
き
る
）
の
教
え

を
一
般
の
人
々
に
わ
か
り
や
す
く

説
く
た
め
の
譬
え
話
で
し
た
。
法

華
経
で
は
、
日
常
の
仕
事
が
あ
り

修
行
だ
け
に
身
を
投
じ
る
こ
と
が

難
し
い
在
家
者
で
あ
っ
て
も
、
永

遠
の
真
理
と
し
て
の
釈
尊
を
信
仰

す
る
こ
と
で
、
悟
り
に
至
る
こ
と

が
で
き
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

修
行
よ
り
も
何
よ
り
も
信
仰
が
一

番
大
切
な
の
で
す
。
そ
し
て
中
国

を
経
て
日
本
へ
と
伝
わ
っ
た
こ
の

法
華
経
に
絶
対
の
信
を
持
ち
、
宗

派
と
し
て
確
立
さ
せ
た
の
が
我
が

日
蓮
宗
の
祖
、
日
蓮
聖
人
で
す
。

　

今
号
に
て
、
こ
の
連
載
を
終
了

い
た
し
ま
す
。
皆
様
の
法
華
信
仰

の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
二

年
間
の
ご
愛
読
、
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
栗
原
啓
文
）

説
の
如
く
修
行
す
べ
し

中
沢 

勇
輝

閉
じ
ら
れ
て
久
し
き
屋
根
に
草
青
む

啓
蟄
や
耕
耘
機
の
出
番
と
な
り
に
け
り

親
筆
の
一
書
を
展
く
彼
岸
寺

一
つ
づ
つ
見
届
け
て
吹
く
シ
ャ
ボ
ン
玉

た
ん
ぽ
ぽ
の
花
ま
ん
中
に
お
ま
ま
ご
と

　
「
如
説
修
行
」
は
勧
持
品
・

随
喜
品
・
神
力
品
・
陀
羅
尼
品

勧
発
品
な
ど
に
説
か
れ
て
い
る

が
表
題
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い

る
。
で
は
、
説
の
如
く
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
え

ば
、
受
持
・
読
・
誦
・
解
説
・

書
写
の
五
種
法
師
と
呼
ば
れ
る

も
の
だ
。
功
徳
の
多
さ
で
い
え

ば
「
法
蓮
抄
」
を
解
釈
す
る
と

順
序
に
従
う
通
り
で
あ
り
、
受

持
が
最
多
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

受
持
と
は
受
と
持
に
分
け
ら

れ
る
。
受
と
は
受
け
る
こ
と
、

信
心
を
始
め
る
こ
と
と
な
る
。

持
と
は
持
つ
こ
と
、
信
心
を
継

続
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
大

智
度
論
に
い
わ
く
、「
信
力
の

ゆ
え
に
受
け
念
力
の
ゆ
え
に
持

つ
」
と
あ
り
、
信
心
継
続
に
は

思
い
続
け
忘
れ
な
い
よ
う
に
す

る
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
「
諸
願
成
就
鈔
」
に
い
わ

く
、
こ
れ
を
精
進
と
呼
ぶ
。

　

つ
ま
り
は
、
法
華
経
を
信
心

し
、
書
写
し
、
伝
え
、
そ
ら
ん

じ
、
読
み
、
信
心
を
継
続
す
る

こ
と
が
説
の
如
く
修
行
す
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ

に
も
ま
し
て
重
要
な
修
行
と
い

う
も
の
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
と

唱
え
る
こ
と
だ
。
唱
題
行
は
先

に
挙
げ
た
五
種
法
師
の
功
徳
に

も
勝
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
法
華
題
目
鈔
」
に
い
わ
く
陀
羅

尼
品
「
法
華
の
名
を
受
持
せ
ん

者
福
量
る
可
か
ら
ず
」
や
正
法

華
経
の
総
持
品
「
も
し
こ
の
経

を
聞
い
て
名
号
を
宣
持
せ
ば
徳

量
る
可
か
ら
ず
」、
添
品
法
華
経

の
陀
羅
尼
品
「
法
華
の
名
を
受

持
せ
ん
者
福
量
る
可
か
ら
ず
」

と
い
っ
た
経
文
を
挙
げ
て
い

る
。
同
鈔
に
は
続
け
て
法
華
経

一
部
八
巻
二
十
八
品
六
万
九
千

三
百
八
十
四
文
字
を
全
て
受
持

し
、
読
誦
し
、
随
喜
を
も
っ
て

こ
れ
を
護
持
し
て
い
く
こ
と
を

「
広
」
の
修
行
と
呼
び
、方
便
品
・

寿
量
品
等
を
受
持
し
た
り
、
護

持
す
る
こ
と
を
「
略
」
の
修
行

と
呼
び
、
神
力
品
の
結
要
付
属
、

す
な
わ
ち
「
以
要
言
之
」
か
ら

「
宣
示
顕
説
」
ま
で
の
釈
尊
か
ら

上
行
菩
薩
を
は
じ
め
と
し
た
地

涌
の
菩
薩
に
法
華
経
を
仏
滅
後

に
弘
通
す
る
こ
と
を
託
さ
れ
た

四
十
四
文
字
の
経
文
や
題
目
を

唱
え
、
唱
え
る
行
者
を
護
持
す

る
こ
と
を
「
要
」
の
修
行
と
呼

び
、
題
目
だ
け
を
唱
え
る
こ
と

を
「
要
の
内
」
の
修
行
で
あ
る

と
読
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
を

我
々
は
受
け
と
り
法
華
経
や
祖

師
の
教
え
の
通
り
に
「
説
の
如

く
修
行
」
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

私
た
ち
は
環
境
に
左
右

さ
れ
る
所
が
大
き
い
。
雄

大
で
美
し
い
山
の
景
色
に

触
れ
れ
ば
、
日
常
の
細
々

し
た
ス
ト
レ
ス
な
ど
吹
っ

飛
ん
で
し
ま
う
。
逆
に
、

ゴ
ミ
の
散
乱
す
る
部
屋
で

は
気
持
ち
も
落
ち
着
か
な

い
。
掃
除
は
環
境
を
整
え

る
と
と
も
に
、
自
身
の
心

を
浄
化
す
る
行
為
で
も
あ

る
。
特
に
、
仏
前
を
清
め

る
こ
と
は
即
修
行
と
な
り

功
徳
を
積
む
こ
と
で
も
あ

る
。
身
の
回
り
を
清
掃
す

る
こ
と
に
よ
り
、
自
身
の

心
も
清
浄
な
仏
の
心
に
近

づ
い
て
行
く
の
だ
。


