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【
12
月
の
主
な
行
事
】

★
写
経
会　
　
　
　

12
日
㈰
11
時

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈬
13
時

★
鴎
様
月
例
法
要　

22
日
㈬
15
時

●
12
月
の

　
　

清
掃
の
日･

星
嶺
演
奏
会･

　
　

茶
論
は
中
止
し
ま
す

【
１
月
の
行
事
予
定
】

☆
正
月
歳
始
祈
祷　

１
日
～
15
日

　

※
歳
始
祈
祷
申
込
受
付
中
で
す

　
　

お
問
合
せ
は
事
務
所
窓
口
へ

　

※
新
年
の
開
運
シ
ー
ル
を
授
与

★
書
き
初
め
写
経
会
９
日
㈰
11
時

★
清
掃
の
日
15
日
㈯
11
時
～
12
時

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈯
13
時

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈯
15
時

◎
ご
祈
祷･

ご
回
向
等
の
お
申
し

　

込
み
は
郵
便･

Ｆ
Ａ
Ｘ･

メ
ー

　

ル
で
も
受
付
け
て
お
り
ま
す

◎
写
経
は
ご
自
宅
で
も
で
き
ま
す

　

ご
希
望
者
は
お
申
込
み
下
さ
い

○
い
ず
れ
の
行
事
も
社
会
情
勢
に

　

よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

○
出
会
い
の
鐘
巡
り
は
「
ひ
ら
が

　

な
あ
つ
め
」
に
代
え
て
実
施
中

○
登
山
カ
ー
ド
押
印
は
休
止

○
昇
堂
時
は
マ
ス
ク･

人
数
制
限
等

　

感
染
防
止
に
ご
協
力
下
さ
い

○
送
迎
車
の
運
行
は
、
休
止
で
す

　

但
し
正
月
三
ヶ
日
は
奉
賛
会
員

　

専
用
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
あ
り

◆
ケ
ー
ブ
ル
＆
リ
フ
ト
は

　
　
　

12
月
５
日
ま
で
毎
日
運
行

メ
ン
テ
ナ
ン
ス新

實 

信
導

　

友
人
二
人
と
一
緒
に
自
転
車

三
台
で
坂
道
を
下
っ
て
い
た
。

だ
ん
だ
ん
と
ス
ピ
ー
ド
が
あ

が
っ
て
き
た
の
で
、
減
速
し
よ

う
と
ハ
ン
ド
ル
の
ブ
レ
ー
キ
を

握
っ
た
。
そ
の
時
で
あ
っ
た
。

ブ
レ
ー
キ
の
留
め
具
が
折
れ
、

ブ
レ
ー
キ
の
取
っ
手
が
前
輪
の

ス
ポ
ー
ク
に
突
き
刺
さ
り
、
急

ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
た
。
突
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
気
が
つ

け
ば
、
中
を
舞
っ
て
い
る
自
分

が
お
り
、
ま
る
で
ス
ロ
ー
モ
ー

シ
ョ
ン
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と

時
間
が
流
れ
て
い
く
。
ど
う
に

か
し
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
怪
我

無
く
着
地
で
き
な
い
も
の
か
と

い
う
思
い
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
で

あ
っ
た
。両
手
か
ら
着
地
で
き
、

軽
い
手
首
の
捻
挫
で
す
ん
だ
。

今
か
ら
四
〇
年
前
の
ま
さ
か
の

出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

自
宅
の
隣
に
は
、
廃
品
回
収

事
業
を
営
む
小
屋
が
あ
り
、
お

じ
さ
ん
が
一
人
で
廃
品
を
分
解

し
、
金
属
類
を
売
っ
て
い
た
。

そ
の
お
じ
さ
ん
か
ら
、
不
要
な

自
転
車
の
ハ
ン
ド
ル
や
ラ
イ
ト

な
ど
の
部
品
を
分
け
て
も
ら
い

自
分
の
自
転
車
に
つ
け
て
カ
ス

タ
マ
イ
ズ
し
て
い
た
。
ハ
ン
ド

ル
も
い
ろ
ん
な
形
に
付
け
替
え

た
が
、
運
転
し
づ
ら
く
て
元
に

戻
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
事
故
は
、
日
頃
の
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
を
怠
っ
て
い
た
結
果

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
自

転
車
が
目
立
つ
よ
う
に
と
目
先

の
形
に
こ
だ
わ
り
、
本
来
、
走

る
止
ま
る
と
い
う
基
本
的
な
部

分
の
確
認
が
欠
落
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
不
測
の
事
態
は
、
予

測
し
て
い
な
か
っ
た
突
然
の
出

来
事
の
こ
と
で
、「
不
測
」
の

「
測
」
に
は
「
推
し
測
る
」
と

い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
に
打

ち
消
し
の
「
不
」
が
つ
き
「
推

し
測
れ
な
い
」「
予
測
で
き
な

い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
い

つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
最
悪

の
事
態
を
考
慮
し
備
え
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
が
、
な
か
な
か

そ
う
は
行
か
な
い
の
が
日
常
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
測
も

仏
様
か
ら
見
れ
ば
必
然
の
結
果

な
の
で
あ
る
。
結
果
に
は
必
ず

原
因
が
あ
り
、
事
故
に
は
要
因

が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
何
ら
か

の
原
因
で
ブ
レ
ー
キ
部
品
に
亀

裂
が
入
っ
た
の
を
放
置
し
た
自

分
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

　

年
末
は
何
か
と
気
ぜ
わ
し
い

時
期
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き

こ
そ
、
気
を
大
き
く
持
ち
、
焦

ら
ず
ゆ
っ
く
り
と
行
動
し
て
新

年
を
迎
え
た
い
も
の
で
あ
る
。

『
法
師
品
第
十
』

悪わ
る
い
の
は

　
　

人に
ん
げ
ん間
で
し
ょ
う
か　

時と
き
で
し
ょ
か

お
そ
ら
く　

二ふ
た
つ
が
か
ら
み
あ
い

　
　
　

世よ

の
中な
か
悪わ
る
く
な
っ
た
の
で
し
ょ

だ
か
ら
今い
ま
こ
そ　

目め
ざ覚
め
ね
ば

　
　
　

人に
ん
げ
ん間　

ダ
メ
に
な
る
で
し
ょ
う

そ
れ
を
愍あ
わ
れ
む
菩ぼ
さ
つ薩
た
ち

　
　

願ね
が
っ
て
こ
の
世よ

に

　
　
　
　
　
　
　

生う

ま
れ
来き

て

　
　
　
　
　

仏
ほ
と
けの
教お
し
え
を
説と

く
の
で
す

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

を

　

愍あ
わ

れ
む
が
故ゆ

え

に

悪あ
く

世せ

に
生う

ま
れ
て

　

広ひ
ろ

く
此こ

の
経き

ょ
う

を

　
　

演の

ぶ
る
な
り
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ご
祈
祷
札
の
お
は
な
し
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願
い
事
の
成
就
を
祈
っ
て
ご
祈

祷
し
た
と
き
、
お
札
を
授
か
り
ま

す
。
こ
れ
は
妙
見
大
菩
薩
の
ご
守

護
の
証
で
す
。
古
く
か
ら｢

札
守｣ 

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
場
所
や
人
の

ご
守
護
を
願
い
、
家
に
貼
っ
た
り

仏
壇･

神
棚
等
に
安
置
し
た
り
、

身
に
つ
け
て
所
持
し
ま
し
た
。

　

大
き
な
お
札
を
持
ち
歩
く
の
は

か
さ
ば
る
の
で
、
当
山
で
は
所
持

で
き
る
よ
う
小
型
の
御
守
り
を
別

に
添
え
て
御
祈
祷
し
て
い
ま
す
。

釈
尊
成
道
会
と

父
の
ご
縁

詠
裡
庵

「
お
父
さ
ん
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
成

道
さ
れ
た
日
に
生
ま
れ
た
ん
だ
よ
」

　

戦
争
中
に
こ
し
ら
え
た
と
い

う
、
庭
の
中
の
菜
園
で
種
蒔
き

を
し
て
い
た
時
の
会
話
で
す
。

　

成
道
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が

悟
り
を
開
い
て
仏
に
な
ら
れ
た

こ
と
を
い
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ

ま
は
イ
ン
ド
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
と

い
う
所
で
、
菩
提
樹
の
木
の
下

で
禅
定
に
入
り
つ
い
に
悟
り
を

開
か
れ
ま
し
た
。
12
月
８
日
の

こ
と
で
、
こ
の
日
は
成
道
会
と

い
う
法
会
が
修
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
日
は
、
仏
教
徒
に
と
っ

て
は
と
て
も
大
切
な
日
な
の
で

す
。
で
も
お
釈
迦
様
の
誕
生
日

（
４
月
８
日
）
ほ
ど
に
は
知
ら
れ

て
い
な
く
て
、
私
た
ち
の
生
活

に
溶
け
込
ん
で
い
ま
せ
ん
。

「
ふ
う
ん
」

　

と
返
事
し
た
も
の
の
、
小
学

生
だ
っ
た
私
は
特
に
興
味
を
引

く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

で
も
、
お
釈
迦
さ
ま
が
悟
り

を
開
か
れ
た
か
ら
こ
そ
、
仏
教

と
し
て
そ
の
教
え
が
今
に
伝

わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
人
は
縁

に
よ
っ
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
、

縁
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
、

と
言
う
の
が
そ
の
根
幹
と
な
る

教
え
だ
と
言
い
ま
す
。

　

大
正
の
末
、
お
釈
迦
さ
ま
の

成
道
の
日
に
生
ま
れ
た
父
は
太

平
洋
戦
争
に
徴
収
さ
れ
ま
し
た

が
無
事
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

の
ち
小
学
校
の
教
員
に
な
り
、

母
と
結
婚
し
三
人
の
娘
を
授

か
っ
て
、
平
凡
な
が
ら
に
満
足

し
た
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
父
が
四
十
代
の
働

き
盛
り
に
な
る
と
、
と
て
も
忙

し
い
日
々
が
続
く
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
仕
事
に
目

を
奪
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
余

命
を
医
者
か
ら
告
げ
ら
れ
る
事

態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

「
後
の
こ
と
は
母
さ
ん
が
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
成
人
し

た
娘
た
ち
の
姿
を
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
が
残
念
だ
」

　

言
い
残
し
た
父
は
、
成
道
会

の
日
に
旅
立
ち
ま
し
た
。

　

娘
た
ち
は
今
や
お
ば
あ
さ
ん

に
な
り
、
寄
り
集
ま
っ
て
父
の

五
十
回
忌
を
勤
め
ま
し
た
。
父

か
ら
見
て
ひ
孫
に
な
る
子
供
た

ち
も
お
詣
り
し
掌
を
合
わ
せ
ま

し
た
。
も
う
高
校
生
に
な
っ
た

子
も
い
ま
す
。「
曾
お
じ
い
ち
ゃ

ん
は
成
道
会
に
生
ま
れ
成
道
会

に
旅
立
っ
た
」。
子
か
ら
孫
へ
ひ

孫
へ
と
、
父
と
の
縁
の
繋
が
り

が
広
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

成
道
会
の
日
が
来
る
と
胸
に

抱
く
父
の
ご
縁
。
大
切
に
紡
い

で
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

十
二
支
縁
起
⑥

　

さ
て
今
回
か
ら
は

日
常
の
感
覚
で
は
感

知
で
き
な
い
無
意
識

の
領
域
に
つ
い
て
み

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
「
無
明
」
は
、
今
ま

で
も
説
明
し
た
様
に
、
四
聖
諦

の
理
解
が
な
い
状
態
を
指
す
言

葉
で
あ
り
、
苦
の
根
源
で
す
。

「
行
」
は
、
五ご

蘊う
ん

の
「
行
」
と

同
じ
で
、
身
体
で
感
受
し
て
心

で
思
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
無

意
識
で
何
か
を
作
り
だ
そ
う
と

す
る
作
用
の
こ
と
で
す
。

　

わ
か
り
に
く
い
と
思
う
の
で
例

を
挙
げ
て
説
明
し
ま
す
ね
。
例
え

ば
道
を
歩
い
て
い
て
突
然
雨
が

降
っ
て
き
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
す

る
と
次
に
ど
ん
な
精
神
的
作
用
が

働
く
で
し
ょ
う
か
？　

濡
れ
た
く

な
い
と
か
、
傘
を
さ
さ
な
き
ゃ
と

思
う
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
雨
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
頭
に
浮
か
ぶ
と
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
何
ら
か

の
意
思
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

　

こ
の
意
思
こ
そ
が
「
行
」
な

の
で
す
。

K.J

油
断
大
敵

　

こ
の
一
年
間
、
外
出
自

粛
の
た
め
、
お
う
ち
時
間

を
活
用
し
て
部
屋
の
片
付

け
に
励
ん
だ
。
本
や
衣
類

な
ど
未
練
は
残
る
が
ど
ん

ど
ん
と
捨
て
た
。
そ
の
甲

斐
あ
っ
て
部
屋
は
見
違
え

る
ば
か
り
に
な
っ
た
。
こ

れ
で
仕
事
も
は
か
ど
る
だ

ろ
う
と
思
っ
た
の
も
束
の

間
。
日
毎
送
ら
れ
て
く
る

書
類
や
書
物
な
ど
、
ち
ょ
っ

と
気
を
抜
け
ば
す
ぐ
溜
ま

る
。
気
付
い
た
時
に
は
元

通
り
に
な
っ
て
い
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
も
収
束
の
兆

し
が
見
え
て
き
た
よ
う
だ

が
、
気
を
抜
け
ば
す
ぐ
に

も
元
に
戻
る
可
能
性
が
残

る
。
何
事
に
よ
ら
ず
気
を

緩
め
ず
、
引
き
締
め
て
、

日
々
怠
る
こ
と
な
く
過
ご

す
こ
と
が
肝
心
だ
。


