
●
１
２
月

１
２
日
（
月
）

「
宗
祖
報
恩
講
」

１
３
時
３
０
分
か
ら

●
１
２
月

２
３
日
（
金
）

「
お
焚
き
上
げ
」

１
０
時
０
０
分
か
ら

●
１
２
月

３
１
日
（
土
）

「
除
夜
の
鐘
」

２
３
時
４
５
分
か
ら

早
い
も
の
で
も
う
年
末
。
２
０
２
２

年
も
終
わ
り
で
す
ね
。
年
末
に
は
除
夜

の
鐘
の
鐘
を
つ
き
ま
す
が
、
今
回
は
鐘

の
ま
つ
わ
る
お
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま

す
。み

な
さ
ん
、
「
平
家
物
語
」
は
ご
存

へ
い
け
も
の
が
た
り

知
で
し
よ
う
か
？

鎌
倉
時
代
に
そ
の
栄
華
を
極
め
た
平

家
一
門
。
そ
の
栄
華
ま
で
の
道
の
り
、

そ
し
て
、
滅
亡
ま
で
の
道
の
り
を
描
い

た
作
品
で
す
。
「
熊
谷
直
実
と
敦
盛
」

く
ま
が
や
な
お
ざ
ね

あ
つ
も
り

の
部
分
は
有
名
で
あ
り
、
涙
無
し
に
は

語
ら
れ
ま
せ
ん
。

作
品
の
内
容
が
知
ら
な
い
人
で
も
そ
の

冒
頭
部
分
は
有
名
で
す
ね
。

「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の

ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

響
き
あ
り
・
・
・
」

梵
鐘
の
音
が
ゴ
ー
ン
っ
と
聞
こ
え
て
来

ぼ
ん
し
ょ
う

そ
う
な
、
世
の
無
常
観
が
漂
う
フ
レ
ー

ズ
で
す
が
、
実
は
、
こ
の
祇
園
精
舎
に

は
鐘
が
無
か
っ
た
こ
と
は
知
っ
て
ま
し

た
か
？

ま
ず
、
祇
園
精
舎
と
は
ど
こ
な
の
か
？

日
本
な
の
か
な
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
に
な
り
ま
す
。

「
祇
園
」
と
は
場
所
を
表
し
、
２
６
０

０
年
ほ
ど
前
、
祇
多
太
子
が
所
有
し
て

ぎ

だ

た

い

し

い
た
林
の
こ
と
で
で
す
。
「
精
舎
」
と

は
「
お
寺
」
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

祇
園
精
舎
と
は
お
釈
迦
さ
ま
が
生
前
説

法
さ
れ
て
い
た
代
表
的
な
お
寺
の
一
つ

の
こ
と
で
す
。

祇
園
精
舎
は
お
寺
で
す
か
ら
、
た
く
さ

ん
の
修
行
僧
が
お
寺
で
生
活
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
人
は
必
ず
亡
く
な
る
も
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
修
行
し
て
い

た
お
坊
さ
ん
が
病
気
に
な
り
、
死
期
が

近
づ
く
と
【
無
常
堂
】
と
い
う
と
こ
ろ

に
移
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
そ

の
無
常
堂
の
四
隅
に
は
、
頗
梨
と
い
う

は

り

今
で
言
う
ガ
ラ
ス
か
水
晶
の
鐘
が
あ
り
、

亡
く
な
っ
た
時
に
は
そ
の
鐘
を
鳴
ら
し

た
そ
う
で
す
。
「
ゴ
ー
ン
」
と
い
う
音

で
は
な
く
「
チ
ー
ン
」
と
い
う
音
で
し
ょ

う
か
。
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
に
は
梵
鐘
は

な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

梵
鐘
が
で
き
た
の
は
仏
教
が
中
国
や

朝
鮮
半
島
に
伝
わ
っ
た
頃(

六
世
紀
）

な
の
で
、
当
た
り
前
と
言
え
ば
そ
う
で

す
が
、
イ
ン
ド
に
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

仏
教
が
来
た
時
か
ら
梵
鐘
が
あ
っ
た
日

本
人
に
と
っ
て
は
、
結
構
衝
撃
的
な
事

実
で
す
ね
。
そ
の
た
め
、
平
家
物
語
を

書
い
た
作
者
も
祇
園
精
舎
に
梵
鐘
が
あ

る
も
の
だ
と
思
っ
て
書
い
て
い
る
わ
け

で
す
ね
。

ち
な
み
に
梵
鐘
は
聴
い
た
者
が
苦
し
み

か
ら
逃
れ
、
悟
り
に
至
る
力
が
あ
る
さ

れ
、
亡
く
な
る
時
に
鳴
ら
さ
れ
ま
す
。

「
梵
」
と
い
う
漢
字
に
は
「
清
浄
・
神

聖
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
今
で
こ
そ
祇
園
精
舎
は
古
代
イ

ン
ド
に
あ
っ
た
と
分
か
っ
て
い
ま
す
が
、

江
戸
時
代
に
は
今
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
あ

る
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
が
祇
園
精
舎
と

考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
ア
ン
コ
ー

ル
ワ
ッ
ト
に
来
た
日
本
の
大
名
が
落
書

き
し
た
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
今
は
落

書
き
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。

祇
園
精
舎
に
は
鐘
が
無
い
と
い
う
事

実
は
日
本
人
に
と
っ
て
ガ
ッ
カ
リ
す
る

も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
「
日
本
国
祇
園

精
舎
の
鐘
の
会
」
が
昭
和
５
６
年
に
鐘

と
鐘
楼
を
寄
贈
し
、
現
在
で
は
祇
園
精

舎
の
遺
跡
近
く
の
公
園
に
あ
る
そ
う
で

す
。
イ
ン
ド
に
行
か
れ
る
こ
と
が
あ
れ

ば
一
度
行
っ
て
み
て
は
。

掟
光
寺
だ
よ
り

じ

ょ

う

こ

う

じ

令和４年

12月号

行
事
案
内

祇
園
精
舎
の
鐘
？

ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

か
ね


