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【
８
月
の
主
な
行
事
】

★
登
山
靴
供
養
会　

11
日
㈷
11
時
半

※
同
時
開
催

　

能
勢
妙
見
山　

山
の
日
フ
ェ
ス
タ

★
写
経
会　
　
　
　

13
日
㈰
11
時

　

写
仏
も
で
き
ま
す
。

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈫
13
時

★
星
嶺
演
奏
会　
　

20
日
㈰
11
時

★
星
嶺
茶
論　
　
　

20
日
㈰
13
時

　

お
題
目
の
太
鼓
練
習
で
す
。

★
盂
蘭
盆
会
施
餓
鬼
法
要

　
　
　
　
　
　
　
　

22
日
㈫
13
時

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈫
15
時

【
９
月
の
行
事
予
定
】

☆
八
朔
祭　
　
　

３
日
㈰
終
日
祈
祷

　

御
祈
祷
を
受
け
た
方
に

　
「
八
朔
田
之
実
御
守
」
を
授
与

　
　

11
時　
　

法
話

　
　

12
時
半　

奉
納
芸
能

　
　

14
時　
　

開
運
餅
ま
き

★
写
経
会　
　
　
　

10
日
㈰
11
時

　

写
仏
も
で
き
ま
す
。

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈮
13
時

★
星
嶺
演
奏
会　
　

17
日
㈰
11
時

★
星
嶺
茶
論　
　
　

17
日
㈰
13
時

　

お
題
目
の
太
鼓
練
習
で
す
。

★
秋
季
彼
岸
会　
　

22
日
㈮
13
時

　

ご
先
祖
等
の
ご
回
向

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈮
15
時

《
交
通
の
ご
案
内
》

◆
ケ
ー
ブ
ル
＆
リ
フ
ト
毎
日
運
行
中

教
え
る
こ
と
は

　
　
教
え
ら
れ
る
こ
と

日
　 

　
慧

　

日
蓮
宗
で
は
、
お
坊
さ
ん
に

な
る
た
め
に
、
誰
も
が
入
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
修
行
の
場
が

あ
り
ま
す
。
身
延
山
に
開
設
さ

れ
る
信
行
道
場
で
す
。

　

五
月
か
ら
六
月
末
ま
で
の
三

十
五
日
間
、
私
は
信
行
道
場
で

修
行
僧
の
指
導
に
当
た
っ
て
き

ま
し
た
。
こ
こ
を
修
了
す
れ
ば

日
蓮
宗
の
僧
侶
と
し
て
巣
立
っ

て
い
く
の
で
す
。
あ
れ
も
伝
え

た
い
、
こ
れ
も
身
に
つ
け
て
欲

し
い
と
の
思
い
は
高
ま
る
ば
か

り
で
す
。
ひ
と
月
余
り
と
い
う

期
間
は
余
り
に
も
短
い
と
感
じ

ま
し
た
。

　

そ
れ
に
つ
け
て
も
思
う
の
は

こ
の
前
勤
め
て
か
ら
七
年
間
と

い
う
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
入
場
か
ら
十

日
経
っ
た
頃
奥
之
院
思
親
閣
へ

の
登
詣
が
あ
り
ま
す
。
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
に
乗
れ
ば
わ
ず
か
七
分

の
山
上
で
す
が
、
太
鼓
を
打
ち

お
題
目
を
唱
え
な
が
ら
、
足
並

み
そ
ろ
え
て
歩
い
て
登
る
の
で

す
。
先
頭
は
私
で
す
。
初
め
は

声
高
ら
か
に
足
取
り
も
力
強
く

進
み
ま
す
が
、
半
分
も
行
か
な

い
う
ち
に
道
は
険
し
く
な
り
、

行
列
の
足
は
重
く
息
も
絶
え
絶

え
に
な
り
ま
す
。
こ
ん
な
時
こ

そ
先
頭
で
道
場
生
を
元
気
づ
け

る
の
が
、
指
導
者
た
る
私
の
見

せ
所
な
の
で
す
が
、
残
念
な
が

ら
こ
ち
ら
も
息
が
上
が
っ
て
そ

れ
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

七
年
前
と
は
大
違
い
で
す
。

　

そ
ん
な
時
で
す
。
後
ろ
か
ら

聞
こ
え
る
道
場
生
の
声
が
段
々

大
き
く
な
っ
て
く
る
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
あ
と
で
聞
い
た
こ

と
で
す
が
、
道
場
生
た
ち
も
こ

れ
以
上
は
だ
め
だ
と
思
い
、
只

た
だ
お
題
目
の
力
に
縋
ろ
う
と

考
え
た
そ
う
で
す
。
す
る
と
、

不
思
議
な
こ
と
に
声
が
大
き
く

出
る
よ
う
に
な
り
、
足
が
軽
く

な
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
す
。

　

道
場
生
た
ち
の
大
き
な
声
に

押
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
も
山
上

へ
無
事
到
着
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　
「
妙
と
は
蘇
生
の
義
な
り
」
と

宗
祖
は
説
か
れ
て
い
ま
す
。
力

尽
き
よ
う
と
す
る
私
た
ち
が
共

に
お
題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
よ

り
、
助
け
合
い
支
え
合
う
力
を

戴
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

教
え
る
こ
と
は
実
は
教
わ
る

こ
と
で
す
。
修
行
と
は
特
別
な

場
で
の
一
時
的
な
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
日
々
の
生
活
そ
の

も
の
が
実
は
修
行
で
あ
り
、
そ

の
中
で
互
い
に
教
え
教
え
ら
れ

る
こ
と
が
修
行
だ
と
改
め
て
実

感
し
た
三
十
五
日
間
で
し
た
。



俳
　

壇

〜
み
の
り
〜

暦のあれこれ
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U.K

連
山
の
空
澄
み
渡
り
秋
立
ち
ぬ

門
火
焚
く
老
も
幼
も
打
ち
揃
ひ

た
っ
ぷ
り
と
雨
吸
ひ
込
み
し
苔
の
庭

ジ
ー
パ
ン
の
膝ひ
ざ
す
り
切
れ
し
夏
休
み

大
皿
に
サ
ラ
ダ
盛
ら
れ
し
夏
の
卓

食
へ
の
感
謝

栗
原 

啓
文

　

昨
今
、
飲
む
だ
け
で
痩
せ
る

サ
プ
リ
、
付
け
る
だ
け
で
お
腹

が
引
き
締
ま
る
ベ
ル
ト
な
ど
ダ

イ
エ
ッ
ト
に
関
す
る
新
商
品
が

続
々
発
売
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

だ
け
日
本
人
の
美
意
識
が
高

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の

だ
が
、
実
は
私
自
身
も
一
百
日

荒
行
の
後
の
反
動
で
暴
飲
暴
食

に
走
っ
て
し
ま
い
、
体
重
が
十

五
キ
ロ
増
え
、
必
死
で
減
量
し

た
経
験
が
あ
る
。
毎
日
ス
ポ
ー

ツ
ジ
ム
に
通
っ
た
が
な
か
な
か

体
重
は
減
ら
な
か
っ
た
。
そ
ん

な
あ
る
日
、
私
は
一
冊
の
本
に

出
会
っ
た
。
そ
の
本
の
タ
イ
ト

ル
は
『
運
気
を
上
げ
る
神
様
ご

は
ん
』。
こ
の
本
の
著
者
は
京

阪
線
樟
葉
駅
か
ら
徒
歩
十
分
ほ

ど
の
場
所
に
あ
る
お
食
事
処
の

店
長
Ｃ
氏
。
こ
の
お
店
は
訪
れ

た
お
客
さ
ん
が
、
難
関
大
学
の

受
験
に
合
格
し
た
り
、
苦
手
な

食
材
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
り
と
い
っ
た
体
験
を
す

る
こ
と
か
ら
、
Ｃ
氏
は
開
運
料

理
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

詳
細
は
こ
こ
で
は
割
愛
す
る

が
、
そ
の
本
の
中
で
ひ
と
き
わ

私
の
印
象
に
残
っ
た
一
文
が
あ

る
。
そ
れ
は
「
料
理
と
は
食
材

の
命
に
人
間
が
心
を
こ
め
て
、

人
間
の
命
に
変
わ
る
光
を
引
き

出
す
儀
式
。
そ
の
光
が
燃
え
上

が
り
、
そ
れ
を
食
べ
る
人
間
の

命
の
炎
と
な
っ
て
く
れ
ま
す
。

そ
れ
を
考
え
た
時
、
あ
あ
、
あ

り
が
た
い
な
ぁ
…
と
い
う
気
持

ち
に
な
る
は
ず
で
す
。」
こ
の

一
文
を
読
ん
で
私
は
、
自
分
の

空
腹
を
満
た
す
た
め
だ
け
に
食

事
を
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
か

さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
は

食
に
感
謝
し
、
節
制
し
た
結
果

体
重
は
減
っ
て
い
っ
た
。

　

日
蓮
聖
人
は
『
事
理
供
養
御

書
』
の
中
で
「
人
は
食
に
よ
っ

て
生
あ
り
、
食
を
財
と
す
。
い

の
ち
と
申
す
も
の
は
、
一
切
の

財
の
中
に
第
一
の
財
な
り
」
と

お
示
し
に
な
ら
れ
て
い
る
。
人

間
は
食
に
よ
っ
て
生
を
維
持
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、
食
こ
そ
が

一
番
の
財
で
あ
り
、
そ
し
て
生

命
こ
そ
最
も
大
切
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
財
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
私
達
は
命
の
元
に
な

る
食
に
感
謝
を
す
る
心
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

　

先
日
Ｃ
氏
の
お
店
へ
お
伺
い

し
、
食
材
の
光
が
お
客
さ
ん
の

心
を
感
謝
で
満
た
し
、
そ
の
心

が
開
運
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
の

だ
と
確
信
で
き
た
。
感
謝
す
る

心
を
忘
れ
ず
に
日
常
生
活
を
送

る
事
こ
そ
開
運
へ
の
一
番
の
近

道
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

八
月
と
い
え
ば
お
盆
。

お
盆
と
い
う
と
、
ご
先
祖

様
が
帰
っ
て
く
る
日
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、

元
々
は
「
盂
蘭
盆
（
う
ら

ぼ
ん
）」
と
い
い
梵
語
の
ウ

ラ
ン
バ
ー
ナ
（
逆
さ
づ
り

の
苦
し
み
）
の
音
写
と
言

わ
れ
る
。

　

苦
し
み
と
は
餓
鬼
道
の

苦
し
み
の
こ
と
。
そ
の
昔

お
釈
迦
様
の
十
大
弟
子
の

一
人
で
あ
る
目
蓮
尊
者
の

亡
き
母
が
餓
鬼
道
に
落
ち

て
苦
し
ん
で
お
り
、
お
釈

迦
様
の
助
言
で
全
て
の
餓

鬼
に
供
養
す
る
法
要
を
行

い
救
わ
れ
た
故
事
に
由
来

す
る
。

　

お
盆
に
は
、
帰
っ
て
き

た
ご
先
祖
様
に
供
養
す
る

だ
け
で
な
く
、
全
て
の
精

霊
に
供
養
す
る
と
い
う
気

持
ち
が
大
切
だ
。

二
十
八
宿

　

二
十
八
宿
は
元
々
古

代
中
国
で
発
展
し
た
東

洋
占
星
術
の
ひ
と
つ
で

天
球
の
黄
道
上
に
あ
る

二
十
八
の
星
座
を
使
っ

て
吉
凶
判
断
を
す
る
も

の
で
す
。
発
掘
さ
れ
た
高
松
塚
古

墳
の
天
井
に
も
二
十
八
宿
の
図
が

描
か
れ
て
お
り
、
目
に
さ
れ
た
方

も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
二
十
八
宿
で
す
が
、
日
蓮

宗
の
暦
で
は
一
つ
少
な
い
二
十
七

宿
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

二
十
八
宿
が
中
国
か
ら
イ
ン
ド

に
伝
わ
っ
た
時
、
イ
ン
ド
で
は

牛
は
神
聖
視
さ
れ
て
い
た
た
め
、

二
十
八
宿
の
一
つ
牛
宿
が
日
の
配

当
か
ら
外
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
。

そ
し
て
イ
ン
ド
で
二
十
七
宿
と
し

て
使
わ
れ
た
も
の
が
、
中
国
に
逆

輸
入
さ
れ
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
の

で
す
。
つ
ま
り
日
蓮
聖
人
の
御
在

世
は
二
十
七
宿
だ
っ
た
の
で
す
。

　

貞
享
の
改
暦
（
一
六
八
五
年
）

後
は
二
十
八
宿
と
な
り
ま
し
た
が

本
宗
の
暦
で
は
今
も
二
十
七
宿
と

し
て
使
っ
て
お
り
ま
す
。


