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　【
９
月
の
主
な
行
事
】

☆
八
朔
祭
祈
祷
　
　
　
　
４
日
㈰
　
９
時
〜
16
時

御
祈
祷
お
申
込
の
方
に
は
開
運｢

八
朔
田
之
実
守｣

授
与

餅
撒
き
・
奉
納
演
奏
等
の
イ
ベ
ン
ト
は
中
止
し
ま
す

★
写
経
会

11
日
㈰
11
時

★
清
掃
の
日

15
日
㈭
11
時

★
月
例
祈
願
法
要

15
日
㈭
13
時

☆
秋
季
彼
岸
会
法
要

22
日
㈭
13
時

★
鴎
様
月
例
祭

22
日
㈭
15
時

【
10
月
の
行
事
予
定
】

★
清
掃
の
日

15
日
㈯
11
時

★
月
例
祈
願
法
要

15
日
㈯
13
時

★
鴎
様
月
例
祭

22
日
㈯
15
時

●
星
嶺
演
奏
会･

茶
論
は
当
面
の
間
休
止

○
諸
行
事
は
社
会
情
勢
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

◎
ご
祈
祷･

ご
回
向
等
は

郵
便･

Ｆ
Ａ
Ｘ･

メ
ー
ル
で
も
受
付
け
て
い
ま
す

◎
写
経
は
ご
自
宅
で
も
で
き
ま
す
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い

○
出
会
い
の
鐘
巡
り
は｢

ひ
ら
が
な
あ
つ
め｣

に
代
え
て
実
施
中

○
登
山
カ
ー
ド
押
印
は
休
止

○
送
迎
車
の
運
行
は
休
止
し
て
い
ま
す

◆
ケ
ー
ブ
ル
＆
リ
フ
ト
は
水･

木
が
定
休
日
で
す(

た
だ
し
、

行
楽
シ
ー
ズ
ン
な
ど
例
外
あ
り)

。
詳
細
は
能
勢
電
鉄
へ

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。︵
℡
０
７
２-

７
９
２-

７
７
１
６
︶

【
９
月
の
主
な
行
事
】

☆
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
竜
口
法
難
会

12
日
㈪

 

10
時
半
報
恩
法
要
を
厳
修

　
　
　
月
例
法
要
を
兼
ね
申
込
の
追
善
回
向

 

11
時
半
宗
祖
御
真
骨
御
開
扉
　
法
楽
加
持･

特
別
祈
祷

 

12
時
　
奉
納
落
語
　
喜
怒
家
哀
楽
さ
ん

社
会
人
落
語
第
９
回
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
　

★
日
曜
講
座

25
日
㈰
　
13
時
〜
14
時

時
間
を
縮
小
し
て
法
話
を
行
い
ま
す

︻
10
月
の
行
事
予
定
】

☆
宗
祖
御
降
誕
８
０
０
年
慶
讃
大
法
要 

11
日
㈫

　
　
　
午
前
11
時
大
法
要

御
会
式
並
び
に
月
例
法
要
を
兼
ね
ま
す
　

午
後
１
時
奉
納
尺
八
演
奏
会

直
簫
流
宗
家
田
嶋
直
士
師

●
行
学
道
場
は
感
染
予
防
の
た
め
休
止
し
ま
す

●
11
月
の
日
曜
講
座
は
休
み
ま
す

※

社
会
情
勢
に
よ
り
予
定
は
変
更
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

※

滝
行
会
は
脱
衣
所
が
密
に
な
る
の
で
当
面
の
間
休
止

※

法
要
な
ど
昇
堂
の
時
は
マ
ス
ク
・
手
指
の
消
毒
・
人
数
制

　
限
等
、
感
染
拡
大
防
止
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
検
温
は
各
自
で
願
い
ま
す

八朔祭祈祷
9 月 4 日（日）　午前 9 時～午後 4 時　開運殿にてご祈祷

秋季彼岸会法要
9 月 22 日（木）　午後 1 時　於祥雲閣

ご祈祷 ･ご回向は寺務所までお申し込み下さい（御志納料五千円より）
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《
法
華
経
に
学
ぶ
現
代
》
〜
〜
純
智
庵
〜
〜
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コ
ロ
ナ
に
負
け
ず
に

詠
裡
庵

　

―
―
二
年
ぶ
り
に
催
さ
れ
る

祇
園
祭
で
す
。
嬉
し
い
限
り
で

す
―
―

　

テ
レ
ビ
を
つ
け
た
時
、
こ
ん

な
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

た
し
か
に
、
お
祭
は
心
を
躍
ら

せ
て
く
れ
る
行
事
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
が
広
が

り
、
医
療
体
制
も
厳
し
い
状
況

に
な
り
ま
し
た
。
マ
ス
ク
を
つ

け
て
会
話
を
し
て
い
て
も
、
効

果
が
見
ら
れ
ず
ど
ん
ど
ん
広

が
っ
て
行
き
ま
し
た
。
外
出
も

制
限
さ
れ
、
不
要
不
急
の
外
出

は
避
け
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
て

き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
今
ま
で
の
状
況
を
踏

ま
え
て
、
感
染
対
策
を
し
た
上

で
、
今
年
は
お
祭
り
を
挙
行
し

よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。
だ
れ
も
の
意
気
が
高
ま

り
、
う
れ
し
さ
が
広
が
っ
て
い

く
よ
う
で
し
た
。

　

祇
園
祭
は
山
や
鉾
が
何
台
も

出
ま
す
。
そ
れ
に
関
わ
る
人
た

ち
の
人
数
も
半
端
な
も
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
人
た
ち

の
協
力
と
息
の
合
っ
た
動
き
が

大
き
な
山
鉾
を
生
き
還
ら
せ
る

の
で
す
。
直
角
に
方
向
転
換
す

る
時
に
は
、
昔
か
ら
伝
え
ら
れ

た
技
法
を
使
っ
て
、
青
竹
を
道

に
並
べ
、
そ
の
上
を
滑
ら
せ
て

回
転
さ
せ
る
。
テ
レ
ビ
画
面
を

通
し
て
い
て
も
、思
わ
ず
見
入
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

表
に
出
て
い
る
人
だ
け
で
は

な
く
、裏
方
も
大
変
な
事
で
し
ょ

う
。
関
係
者
全
て
の
人
々
の
気

持
ち
が
ひ
と
つ
に
な
ら
な
い
と
、

こ
れ
だ
け
活
気
の
あ
る
お
祭
り

に
は
な
ら
な
い
こ
と
と
思
い
ま

す
。
テ
レ
ビ
の
映
像
は
、
い
つ

に
な
い
賑
わ
い
を
伝
え
て
く
れ

ま
し
た
。

　

山
鉾
の
巡
行
は
、
実
際
に
動

か
す
こ
と
に
よ
っ
て
動
か
し
方

が
伝
え
ら
れ
る
の
だ
と
聞
き
ま

す
。
言
葉
で
は
伝
わ
ら
な
い
こ

と
、
た
と
え
ば
傾
斜
に
合
わ
せ

て
速
度
を
変
え
る
な
ど
で
す
。

ま
た
山
鉾
そ
の
も
の
と
そ
れ
を

彩
る
様
々
な
装
飾
は
、
ま
さ
に

宝
物
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
す
。
そ
の
扱
い
方
も
ま
た

長
い
年
月
を
か
け
て
伝
え
ら
れ

て
き
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
次

の
世
代
に
伝
え
る
こ
と
の
大
切

さ
を
改
め
て
知
る
思
い
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
お
わ
れ
た
世

の
中
で
す
が
、
感
染
を
怖
れ
る

だ
け
で
は
な
く
、
大
切
な
も
の

は
守
り
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
気
を
つ
け
な
が
ら
も
工

夫
し
、
楽
し
み
を
忘
れ
る
こ
と

な
く
過
ご
し
て
い
き
た
い
も
の

で
す
。

我が

慢ま
ん

　

九
月
に
入
っ
て
、
炎

暑
も
和
ら
ぐ
か
と
期
待

し
て
い
る
の
で
す
が
、

涼
し
く
な
っ
た
ら
な
っ

た
で
、
今
度
は
寒
さ
が

ど
う
な
る
か
ま
た
気
に

か
か
り
ま
す
。
暑
い
だ
の
寒
い
だ

の
と
ブ
ツ
ブ
ツ
言
い
な
さ
ん
な
、

少
々
の
こ
と
は
我
慢
し
な
さ
い
と

言
わ
れ
そ
う
で
す
。

　

我
慢
と
い
う
と
、
辛
抱
、
忍
耐

な
ど
良
い
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
も
と
は
仏
教
で
は
六
つ
の

根
本
煩
悩
の
ひ
と
つ｢

慢｣

に
属

す
る
も
の
で
す
。
慢
と
は
慢
心
の

こ
と
で
、
自
ら
を
誇
示
し
お
ご
り

高
ぶ
り
、
逆
に
他
に
対
し
て
は
軽

侮
す
る
心
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

慢
は
さ
ら
に
七
つ
に
分
類
さ
れ
、

そ
の
５
番
目
が
我
慢
と
さ
れ
ま

す
。
我
慢
と
は
自
己
に
執
着
し
て

他
を
省
み
ず
、
言
わ
れ
な
き
優
越

感
を
抱
く
こ
と
な
の
で
す
。

　

人
は
他
と
互
い
に
寄
り
添
っ
て

生
き
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ

う
な
我
慢
に
陥
る
こ
と
な
く
、
共

に
助
け
合
っ
て
い
く
こ
と
が
肝
要

だ
と
、
仏
は
諭
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
随
喜
功
徳
品
第
十
八
』

素す
て
き敵
な
言こ
と
ば葉
に
出で

あ会
っ
た
ら

　
　

心こ
こ
ろに
メ
モ
し
て
み
ま
せ
ん
か

何な
ん
ど度
も
何な
ん
ど度
も
口く
ち
ず
さ
み

　

し
っ
か
り
心こ
こ
ろに

　
　
　
　
　
　
　

刻き
ざ
み
ま
し
ょ
う

そ
し
て
他ひ

と人
に
も
伝つ
た
え
ま
し
ょ
う

マ
ス
コ
ミ
よ
り
は
口く
ち
こ
み
が

　
　
　

広ひ
ろ
く
大お
お
き
な
輪わ

と
な
っ
て

み
ん
な
に
感か
ん
ど
う動
与あ
た
え
ま
す

一い
ち

偈げ

に

　
　

於お
い

て
も

随ず
い

喜き

し
て

　

他た

の
為た

め

に

　
　
　
　

説と

か
ん

一
口
メ
モ

　

今
月
は
お
彼
岸
月
で
す
。
春

分
秋
分
の
日
を
中
日
と
し
、
そ

の
前
後
の
七
日
間
が
彼
岸
で
す
。

昼
夜
の
長
さ
が
等
し
い
彼
岸
の

中
日
は
仏
教
に
説
く
片
寄
り
や

と
ら
わ
れ
の
な
い
中
道
の
教
え

に
通
じ
る
特
別
な
期
間
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
彼
岸
と
い
う
言

葉
は
、
私
た
ち
の
迷
い
の
世
界

に
対
す
る
仏
の
悟
り
の
世
界
を

意
味
し
ま
す
。
仏
や
ご
先
祖
に

報
恩
を
捧
げ
、
善
根
功
徳
を
積

む
期
間
と
致
し
ま
し
ょ
う
。


