
 

一
月
十
五
日
は
、
小
正
月
と
し
て
年

末
の
準
備
か
ら
元
旦
な
ど
続
い
て
き
た

正
月
を
締
め
く
く
る
習
慣
が
あ
り
ま

す
。 

 

小
正
月
に
は
、
煮
た
小
豆
を
食
べ
る

風
習
が
あ
り
、
小
豆
の
よ
う
に
赤
い
食

べ
物
は
邪
気
を
祓
う
と
考
え
る
中
国
の

古
い
風
習
に
由
来
し
て
と
の
事
で
す
。 

 

ア
コ
モ
ー
ド
で
は
小
豆
が
入
っ
た
赤

飯
や
人
気
の
高
い
お
刺
身
で
小
正
月
を

お
祝
い
し
ま
し
た
。 

 
お
正
月
は
、
家
族
と
一
緒
に
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
こ
と
が
出
来
る
行

事
で
す
。
皆
様
に
も
ゆ
っ
く
り
し
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。 

 

お
せ
ち
料
理
や
ち
ら
し
寿
司
を
お
出
し
し
、
お
正
月
気
分
を
感
じ

て
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
彩
り
豊
な
お
せ
ち
を
見
て
き
れ

い
ね
と
喜
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

 

新
年
祝
賀
会
も
行
う
こ
と
が
で
き
、
海
老
原
施
設
長
よ
り
新
年
の

挨
拶
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

お
屠
蘇
や
絵
馬
を
書
い
た
り
、
お
み
く
じ
を
引
い
た
り
、
甘
酒
と

一
緒
に
干
支
の
焼
印
の
入
っ
た
お
饅
頭
を
食
べ
た
り
、
お
正
月
気
分

を
感
じ
て
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。 

 

お
屠
蘇
は
、
無
病
息
災
を
願
っ
て
、
正
月
に
飲
む
お
酒
で
す
。

杯
に
注
が
れ
た
も
の
を
味
わ
い
な
が
ら
飲
ま
れ
る
方
も
い
れ
ば
、

勢
い
よ
く
飲
ま
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

 

「
あ
り
が
と
う
」
と
笑
顔
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

 
卯
年
の
意
味 

卯
（
う
さ
ぎ
）
は
穏
や
か
で
温
厚
な
性
質
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
「
家
内
安
全
」
。 

ま
た
、
そ
の
跳
躍
す
る
姿
か

ら
「
飛
躍
」
、
「
向
上
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
親
し
ま
れ
て

き
ま
し
た
。 
他
に
も
草
木
が
地
面
を
覆
う
よ
う
に
な
っ
た
状
態

を
表
し
て
い
ま
す
の
で
、
新
し
い
事
に
挑
戦
す
る
の
に
最
適
な
年

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

ウサギのポーズでピョンピョン♬ 



 

あ
と
が
き 

 

去
年
は
ほ
ぼ
罹
る
方
が
居
な
か
っ
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
、
今
年
は
流

行
の
兆
し
を
見
せ
て
い
ま
す
。
体
調
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
お
体
に
気
を
付

け
て
お
過
し
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

広
報
委
員 

山
田 

泰
和 

 

２月の予定 

 

理髪 

２月1３日 

２月1４日  

誕生会 

２月1５日 
 

職員一同 

お祝い 

致します。 

伊藤智子様 90歳 荒木榮子様 91歳 

北村清子様 98歳 根本豊子様 94歳  

増田敏子様 83歳  

谷貝正子様 75歳  

川村とし子様 83歳   

横田丈治様 67歳  

畑癸枝子様 88歳 

お
誕
生
日
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 

お
正
月
に
な
る
と
、
初
詣
で
お
寺
や
神
社
に
参
拝
に
行
か
れ
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。 

 

ご
時
世
を
鑑
み
ま
し
て
、
今
年
も
鳥
居
と
お
賽
銭
箱
を
設
置
し
ア
コ

モ
ー
ド
神
社
と
し
て
、
雰
囲
気
を
満
喫
し
て
頂
き
ま
し
た
。
鳥
居
に
付
け

ら
れ
た
鈴
を
鳴
ら
し
、
思
い
思
い
の
願
い
事
を
さ
れ
て
い
る
ご
様
子
で
し

た
。
自
分
の
こ
と
よ
り
も
、
ご
家
族
の
こ
と
を
思
っ
た
願
い
を
さ
れ
る
方

が
多
か
っ
た
で
す
。 

 

絵
馬
は
、
ご
入
居
者
に
作
っ
て
い
た
だ

き
、
表
に
飾
り
付
け
、
裏
に
は
願
い
を
書

い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
健
康
の
事
に
限

ら
ず
、
ご
家
族
の
事
を
願
っ
た
内
容
を
書

か
れ
る
方
が
多
い
で
す
。 

一
説
に
は
、
お
み
く
じ
に
は
運
勢
の
良
し
悪
し
に

つ
い
て
決
ま
っ
た
順
番
は
な
い
と
い
う
話
が
あ
り

ま
す
。
寺
社
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
「
大

吉
」
「
吉
」
「
中

吉
」
「
小

吉
」
「
末

吉
」

「
凶
」
「
大 

凶
」
と
い
う
順
番
が
多
い
様
で

す
。 

 

「
お
み
く
じ
の
『
凶
』
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
良
い
こ
と
が
起
こ
る
か
も
し

れ
な
い
兆
候
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

た
だ
大
吉
を
引
く
と
嬉
し
く
な
り
ま
す
よ
ね
。 

 

時
節
柄
、
神
社
で
お
み
く
じ
や
絵
馬
を
多

く
み
か
け
ま
す
。
そ
れ
に
合
わ
せ
ア
コ
モ
ー

ド
で
も
、
お
み
く
じ
を
作
成
し
引
い
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

 

大
吉
が
出
る
と
こ
ぼ
れ
る
様
な
笑
顔
が
見

ら
れ
ま
し
た
。 

 

神
様
の
乗
り
物
で
あ
る
生
き
た
馬
の
奉
献

が
「
絵
馬
」
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
し
て 

時
代
が
下
り
や
が
て
、
木
や
土
で
作
ら
れ
た

馬
像
や
、
木
の
板
に
描
か
れ
た
馬
の
絵
が
、

こ
れ
に
代
わ
り
奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。  

 

そ
の
後
、
馬
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
絵
も
描

か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
お
願
い
ご

と
を
記
入
し
て
奉
納
す
る
こ
と
が
一
般
的
に

な
っ
て
い
ま
す
。  
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