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【
７
月
の
主
な
行
事
】

☆
七
夕
祭　

６
月
29
日
㈯
〜
７
日
㈰

★
写
経
会　
　
　
　

14
日
㈰
11
時

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈷
13
時

★
星
嶺
演
奏
会　
　

21
日
㈰
11
時

★
星
嶺
茶
論　
　
　

21
日
㈰
13
時

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈪
15
時

☆
虫
払
祈
祷
祭　

22
日
㈪
〜
24
日
㈬

　

能
勢
妙
見
山
に
伝
わ
る
霊
刀
「
波

　

切
丸
」
を
頭
に
頂
き
、
煩
悩
の
虫

　

を
妙
見
大
菩
薩
に
払
っ
て
い
た
だ

　

き
ま
す
。

【
８
月
の
行
事
予
定
】

★
写
経
会　
　
　
　

11
日
㈰
11
時

　

初
心
者
の
方
も
ど
う
ぞ
！

★
登
山
靴
安
全
祈
願
＆
供
養

　
　
　
　
　
　
　
　

11
日
㈰
13
時

　
「
能
勢
妙
見
山　

山
の
日
フ
ェ
ス

　

タ
」
も
同
時
開
催
。

★
月
例
祈
願
法
要　

15
日
㈭
13
時

　

妙
見
さ
ま
の
御
縁
日
祈
願
会

★
星
嶺
演
奏
会　
　

18
日
㈰
11
時

　

フ
ル
ー
ト
＆
ピ
ア
ノ
生
演
奏

★
星
嶺
茶
論　
　
　

18
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

　

お
盆
の
ご
回
向
を
い
た
し
ま
す
。

★
鴎
様
月
例
祭　
　

22
日
㈭
15
時

　

※
火
伏
守
札
を
授
与

《
交
通
の
ご
案
内
》

◆
ケ
ー
ブ
ル
＆
リ
フ
ト
毎
日
運
行
中

草
堂
寺
参
拝
記

日 

慧

　

中
国
西
安
の
郊
外
に
あ
る
草

堂
寺
と
い
う
仏
教
寺
院
で
、
日

蓮
宗
は
じ
め
日
蓮
聖
人
門
下
連

合
会
の
各
宗
が
一
堂
に
会
し
て

鳩く
ま
ら
じ
ゆ
う
さ
ん
ぞ
う
ほ
つ
し

摩
羅
什
三
蔵
法
師
報
恩
大
法

要
が
執
り
行
わ
れ
、
私
も
出
仕

参
詣
の
機
会
を
得
た
。
こ
の
草

堂
寺
と
い
う
の
は
法
華
経
が
イ

ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か

ら
漢
訳
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
。

　

令
和
三
年
つ
ま
り
再
来
年
、

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
御
生
誕
８
０

０
年
の
慶
年
を
迎
え
る
。
こ
れ

に
先
だ
っ
て
、
私
た
ち
が
読
誦

す
る
妙
法
蓮
華
経
を
漢
訳
し
た

そ
の
功
労
者
で
あ
る
鳩
摩
羅
什

三
蔵
法
師
に
報
恩
の
誠
を
草
堂

寺
で
捧
げ
た
の
で
あ
る
。

　

法
華
経
は
西
暦
四
〇
六
年
に

羅
什
三
蔵
法
師
を
慕
う
僧
侶
三

千
人
が
、
こ
の
草
堂
寺
に
集

ま
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
の
功
績
は
非
常
に
大
き
い
も

の
で
、
こ
の
漢
訳
妙
法
蓮
華
経

が
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
今
の

形
で
法
華
経
お
題
目
に
出
会
う

こ
と
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

日
本
か
ら
百
三
十
名
を
超
え

る
僧
俗
が
集
ま
っ
て
の
大
法
要

が
厳
粛
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
、

今
も
ま
だ
そ
の
時
の
感
激
は
胸

の
内
に
つ
づ
い
て
い
る
。

　

大
法
要
は
草
堂
寺
境
内
に
日

蓮
宗
鳩
摩
羅
什
三
蔵
法
師
遺
跡

顕
彰
会
の
協
力
に
よ
り
建
て
ら

れ
た
、
蔵
経
楼
で
行
わ
れ
た
。

　

実
は
私
は
真
如
寺
有
縁
の
有

志
の
方
々
と
「
樹
輪
の
会
」
と

し
て
、
こ
の
蔵
経
楼
の
地
鎮
式

が
修
さ
れ
た
五
ヶ
月
前
、
平
成

十
三
年
三
月
に
総
勢
十
八
名
で

草
堂
寺
に
参
拝
し
て
い
る
。
当

時
は
ま
だ
草
堂
寺
は
復
興
の
途

に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
目
に
つ

く
お
堂
も
他
に
は
な
く
、
羅
什

記
念
堂
で
報
恩
法
要
を
修
し
た

こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

　

羅
什
三
蔵
法
師
の
当
時
は
立

派
な
寺
院
だ
っ
た
ろ
う
が
、
時

の
流
れ
の
中
で
荒
れ
果
て
、
境

内
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
畑
と
な

り
、
仏
像
は
一
体
も
な
い
と
い

う
状
態
で
あ
っ
た
の
を
、
日
蓮

宗
に
お
い
て
遺
跡
復
興
の
誓
願

を
立
て
て
、
ま
ず
鳩
摩
羅
什
尊

像
を
謹
刻
し
記
念
堂
を
建
立
し

た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
想
い
起

こ
し
な
が
ら
境
内
を
歩
く
と
、

妙
法
蓮
華
経
を
通
し
て
イ
ン
ド

か
ら
中
国
、
そ
し
て
日
本
へ
と

伝
わ
っ
て
く
る
仏
の
慈
悲
の
心

の
軌
跡
が
目
に
見
え
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

法
華
経
に
よ
っ
て
世
界
が
ひ

と
つ
に
な
る
よ
う
祈
る
。

『
如
来
壽
量
品
第
十
六
』

求も
と
め
る
気き

も持
ち
が
な
い
な
ら
ば

ど
ん
な
教お
し
え
を
聞
い
た
と
て

右
か
ら
左
に
抜ぬ

け
て
ゆ
き

ち
っ
と
も
心
に
ゃ
残の
こ
ら
な
い

だ
け
ど
悩な
や
み
が
あ
る
時
は

怖こ
わ
い
悪あ
く
ま魔
の
さ
さ
や
き
も

救す
く
い
の
よ
う
に
思
え
来
る

信
の
心
は
し
っ
か
り
と

唯た
だ

願ね
が

わ
く
は

　

之こ
れ

を
説と

き

　
　
　

た
ま
え

我わ
れ

等ら

當ま
さ

に

　

佛ほ
と
け

の
語み

こ
と

を

　
　

信し
ん

受じ
ゅ

　
　

し
た
て
ま
つ
る

　
　
　
　
　
　

べ
し



俳
　

壇

〜
み
の
り
〜
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宝
と
は
「
仏
性
」、

親
友
は
「
お
釈
迦
様
」

貧
乏
人
は
私
達
「
凡
夫
」

で
す
。
こ
の
お
話
で
は
、

全
て
の
人
に
仏
性
が
備

わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
「
気
づ
く
」
こ
と
の
大
切
さ

を
教
え
て
い
ま
す
。

　
「
仏
性
」
は
気
づ
か
な
い
と
輝

か
な
い
の
で
す
。
ほ
ど
ん
ど
の
人

が
、
自
分
に
仏
性
が
あ
る
こ
と
な

ど
関
心
が
な
い
で
し
ょ
う
。
仏
性

に
気
づ
き
、
法
華
経
の
心
を
も
っ

て
そ
の
宝
を
磨
く
こ
と
は
、
何
よ

り
の
幸
せ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

た
だ
間
違
え
て
は
い
け
な
い
の

は
、
単
に
お
金
持
ち
に
な
っ
て
楽

な
暮
ら
し
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

が
幸
せ
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

心
の
豊
か
さ
を
磨
い
て
い
く
こ
と

こ
そ
が
幸
せ
に
繋
が
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、
苦
し
み
を

も
包
み
こ
む
よ
う
な
大
き
な
慈
悲

の
心
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
あ
る
幸
せ
の
大
切
さ
に
気
づ
く

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

法
と
は
何
か

栗
原 

啓
文

連
山
の
緑
い
や
増
し
午ひる
の
鐘

ト
ン
ネ
ル
を
出
づ
や
青
田
の
水
光
る

高
階
の
窓
を
訪
ぬ
る
夏
燕

バ
ス
停
に
忘
れ
し
日
傘
雨
も
よ
ひ

中
庭
の
山く
ち
な
し
梔
子
匂
ふ
厨
窓

　
『
キ
ン
グ
ダ
ム
』
と
い
う
漫

画
が
と
て
つ
も
な
い
人
気
を
集

め
て
い
る
。
時
は
春
秋
戦
国
時

代
。
下
僕
の
少
年
が
、
若
き
日

の
秦
国
王
と
出
会
い
、
共
に
中

華
統
一
と
い
う
果
て
し
な
い
夢

へ
突
き
進
む
と
い
う
物
語
で
あ

る
。
単
行
本
は
現
在
五
十
四
巻

ま
で
発
売
さ
れ
、
総
発
行
部
数

は
四
千
万
部
を
数
え
る
。
更
に

今
年
四
月
に
実
写
映
画
化
さ
れ

興
行
収
入
は
五
十
億
円
を
突
破

し
た
。

　

こ
の
キ
ン
グ
ダ
ム
は
バ
ト
ル

漫
画
な
の
だ
が
、
各
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
が
自
身
の
哲
学
を
語
る
場

面
も
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

中
で
も
私
の
最
も
印
象
に
残
っ

て
い
る
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は

法
の
番
人
と
も
称
さ
れ
た
季
欺

が
法
と
は
何
か
に
つ
い
て
秦
王

の
側
近
に
語
っ
て
い
る
場
面
で

あ
る
。

　
「
法
と
は
願
い
。
国
家
が
そ

の
国
民
に
望
む
人
間
の
在
り
方

の
理
想
を
形
に
し
た
も
の
だ
。

統
一
後
、
こ
の
全
中
華
の
人
間

に
ど
う
あ
っ
て
ほ
し
い
の
か
、

ど
う
生
き
て
ほ
し
い
の
か
を

し
っ
か
り
思
い
描
け
」
と
。

　

こ
の
季
欺
は
、
秦
王
が
成
人

す
る
ま
で
、
権
力
を
欲
し
い
ま

ま
に
し
て
い
た
呂
不
韋
の
部
下

で
あ
り
、
秦
王
に
と
っ
て
は
政

敵
で
あ
る
。
呂
不
韋
の
失
脚
後

季
欺
は
投
獄
さ
れ
た
が
、
秦
王

の
側
近
が
こ
の
言
葉
を
聴
い
て

再
び
季
欺
を
登
用
し
、
世
界
初

の
法
治
国
家
で
あ
る
秦
帝
国
を

建
国
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場

面
で
の
「
法
」
と
は
、
貴
族
も

平
民
も
関
係
な
く
罪
を
犯
し
た

者
に
は
同
じ
罰
を
与
え
る
と
い

う
、「
平
等
思
想
」
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
絶
対
平
等
を
信
念

と
す
る
思
想
家
集
団
の
こ
と
を

法
家
と
呼
ぶ
。
季
欺
は
こ
の
法

家
の
政
治
家
で
あ
る
。
中
華
を

統
一
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
文

化
も
言
語
も
貨
幣
も
宗
教
も
全

く
異
な
る
国
を
、
秦
国
の
法
律

の
下
に
一
つ
に
ま
と
め
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

思
想
よ
り
も
法
律
を
重
視
す

る
、
こ
れ
は
現
代
で
は
当
た
り

前
の
こ
と
で
あ
る
。
法
を
侵
せ

ば
罰
則
が
科
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

で
は
、
法
律
を
守
れ
ば
何
を

し
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
や

は
り
一
人
一
人
が
ど
の
よ
う
な

信
念
を
持
っ
て
生
き
る
か
が
大

切
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

よ
り
豊
か
な
人
生
を
送
る
た
め

に
も
、
一
人
一
人
を
敬
う
心
を

説
く
法
華
経
の
世
界
観
で
生
き

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
最
近
、
焚
き
火
な
ど
火

打
ち
石
を
使
っ
て
火
を
つ

け
る
の
が
ち
ょ
っ
と
し
た

ブ
ー
ム
ら
し
く
、
私
も
先

日
体
験
し
て
き
た
。

　
体
験
教
室
の
講
師
に
よ

る
と
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア
メ

リ
カ
ン
は
火
打
ち
石
で
火

が
つ
か
な
い
と
き
「
地
球

に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
」

と
言
う
ら
し
い
。
そ
の
後

幸
い
に
も
う
ま
く
火
が
つ

い
た
が
、
人
智
を
越
え
た

大
い
な
る
も
の
か
ら
認
め

ら
れ
た
よ
う
で
な
ん
だ
か

誇
ら
し
く
感
じ
た
。

　
一
方
で
お
釈
迦
様
は
、

私
達
そ
れ
ぞ
れ
を
既
に
認

め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

も
し
何
か
う
ま
く
い
か
ず

落
ち
込
ん
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
を
思
い
だ
せ
ば
必
ず

ま
た
自
信
を
も
っ
て
日
々

歩
ん
で
い
け
る
。


