
●
１
月

１
日
（
祝
）

「
寺
年
賀
参
り
」

午
前
中

●
１
月

４
日
～
６
日

「
家
祈
祷
参
り
」

６
時
３
０
分
か
ら

●
１
月

１
５
日
（
日
）

「
終
い
御
講(

寄
合
会
計)

」

１
３
時
３
０
分
か
ら

【
欲
が
満
た
さ
れ
な
い
わ
け
】

あ
る
人
が
欲
の
深
い
人
に
「
そ
ん
な

に
儲
け
て
ど
う
す
る
の
か
ね
。
も
う
あ

な
た
の
器
に
は
、
十
分
に
儲
け
て
得
た

も
の
が
満
ち
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
以
上

得
て
も
あ
ふ
れ
出
る
だ
け
だ
ろ
う
。
そ

れ
だ
っ
た
ら
、
そ
の
あ
ふ
れ
た
物
を
み

ん
な
に
分
け
て
や
っ
た
ら
ど
う
か
ね
」

と
注
意
を
し
た
と
こ
ろ
、
欲
深
い
人
が

答
え
て
い
う
に
は
、

「
い
や
、
そ
の
都
度
、
器
も
大
き
い
も

の
に
取
り
替
え
て
い
る
か
ら
、
い
っ
ぱ

い
に
は
な
ら
な
い
よ
」
と
答
え
た
。

【
補
足
】

シ
ン
プ
ル
に
欲
が
満
た
さ
れ
な
い
わ

け
を
述
べ
て
い
る
文
で
あ
る
。

器
を
大
き
い
器
に
取
り
替
え
て
い
る
限

り
、
欲
望
は
い
く
ら
満
た
さ
れ
て
も
尽

き
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
「
足
り
る
」

と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
失
う

も
の
も
大
き
い
と
も
言
え
る
。

器
を
た
め
て
も
結
局
は
漏
れ
る
ば
か
り
。

こ
れ
を
仏
教
語
で
「
有
漏
」
と
言
う
。

う

ろ

ウ
ロ
ウ
ロ
す
る
と
い
う
言
葉
の
語
源
で

あ
る
。
有
漏
有
漏
。
煩
悩
に
惑
わ
れ
て

あ
ち
ら
こ
ち
ら
行
く
様
を
表
す
。

新
年
は
ウ
ロ
ウ
ロ
せ
ず
に
生
き
た
い
も

の
で
あ
る
。

【
し
め
な
わ
】

し
め
な
わ(

注
連
縄)

は
、
元
々
、
神

が
住
ま
い
す
る
聖
域
を
示
す
た
め
の
結

界
を
い
い
ま
す
。
神
社
の
鳥
居
に
長
い

し
め
縄
が
張
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の

は
こ
の
た
め
で
、
悪
い
霊
や
一
切
の
穢

れ
を
払
っ
て
寄
せ
付
け
な
い
神
域
で
あ

る
こ
と
を
表
し
た
目
印
で
す
。

し
め
縄
の
起
源
は
、
天
の
岩
戸
に
隠

れ

た

天

照

大

神

を

、

力

自

慢

の

手
力
雄
命
が
岩
戸
を
こ
じ
開
け
て
大
神

て
ぢ
か
ら
お
の
み
こ
と

を
連
れ
出
し
、
大
神
の
ま
わ
り
を

天
児
屋
命
と
太
玉
命
が
縄
を
引
き
め

あ
ま
の
こ
や
ね
の
み
こ
と
ふ
と
だ
ま
の
み
こ
と

ぐ
ら
し
、
「
こ
れ
よ
り
内
に
帰
り
給
う

な
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
神
話
が
元
に

な

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

縄

を

「
後
久
米
縄
」
と
い
い
、
縄
の
尻
を
切

し

り

く

め

な

わ

り
捨
て
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
な
う
と
い

う
意
味
で
す
。

民
家
の
し
め
飾
り
は
古
来
、
正
月
行

事
の
中
で
最
も
重
ん
じ
ら
れ
る
飾
り
物

で
、
神
前
、
床
、
玄
関
、
門
な
ど
に
飾

り
ま
す
。
ま
た
、
農
家
で
は
古
く
か
ら
、

建
物
の
入
口
以
外
に
も
農
機
具
や
井
戸
、

か
ま
ど
あ
ん
ど
に
飾
る
習
慣
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
厄
災
か
ら
身
を
守
っ

て
欲
し
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

神
の
神
域
を
表
す
も
の
が
庶
民
の
生

活
に
取
り
込
ま
れ
、
厄
災
を
払
う
お
守

り
の
よ
う
な
存
在
に
変
わ
っ
て
い
っ
た

わ
け
で
す
。

【
お
せ
ち
】

お
せ
ち
は
「
御
節
」
と
書
き
、
元
々

お

せ

ち

は
節
供(

節
句)

の
日
に
供
え
る
料
理
を
、

せ

っ

く

お
せ
ち
料
理
と
言
い
ま
し
た
。
節
供
と

せ

っ

く

は
節
日
の
供
物
と
い
う
意
味
で
す
。

せ
ち
に
ち

ま
た
節
日
と
は
季
節
の
変
わ
り
目
に

せ
ち
に
ち

あ
た
り
祝
い
事
を
す
る
日
を
い
い
、
主

な
日
は
１
月
７
日
の
人

日

、
３
月
３

じ
ん
じ
つ

日
の
上
巳
、
５
月
５
日
の
端
午
、
７
月

じ
ょ
う
し

た

ん

ご

７
日
の
七
夕
、
９
月
９
日
の
重
陽
で
、

た
な
ば
た

ち
ょ
う
よ
う

こ
れ
を
「
五
節
供
」
と
い
い
ま
す
。

そ
の
な
か
で
も
最
も
重
要
な
な
の
が
正

月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
せ
ち
は
正
月

料
理
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

ち
な
み
に
お
せ
ち
料
理
が
段
に
な
っ

て
重
箱
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
め
で
た

さ
を
「
重
ね
る
」
と
い
う
意
味
で
縁
起

を
か
つ
い
だ
こ
と
に
よ
る
そ
う
で
す
。

掟
光
寺
だ
よ
り

じ

ょ

う

こ

う

じ
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行
事
案
内

仏
教
た
と
え
話

正
月
行
事
の
あ
れ
こ
れ


