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八朔祭祈祷
９月３日（日）　午前９時～午後４時　開運殿にてご祈祷
かつて能勢妙見山の八朔祭では、奉納相撲が開催されました
上の欄に掲載の写真は『奉納角力十周年紀念』の石碑です

境内のどこにあるのか、昔日を偲んで探してみてはいかがでしょう
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華
経
に
学
ぶ
現
代
》
〜
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純
智
庵
〜
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奉
賛
会
員
の
募
集

　

妙
見
大
菩
薩
と
の
ご

縁
を
結
ん
で
戴
い
た
奉

賛
会
員
に
は
行
事
の
ご

案
内
、
専
用
車
両
に
て

の
送
迎
、
無
料
駐
車
券

提
供
等
の
便
宜
を
図
っ

て
お
り
ま
す
。
是
非
入

会
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

詳
細
は
寺
務
所
へ
お
問

合
せ
下
さ
い
。

道
具
（
ど
う
ぐ
）

朗
人
？

　

今
月
は
祝
日
が
二
日
あ
る
。

18
日
と
23
日
だ
。
23
日
は
秋
分

の
日
、
秋
の
彼
岸
中
日
だ
。
そ

し
て
18
日
は
敬
老
の
日
。

　

と
こ
ろ
が
暦
を
見
て
驚
い
た
。

敬
老
の
日
と
は
別
に
老
人
の
日

と
い
う
の
も
あ
る
で
は
な
い
か
。

　

小
生
の
意
識
に
は
、
敬
老
の

日
と
い
う
の
は
か
つ
て
は
９
月

15
日
に
老
人
の
日
と
呼
ん
で
い

た
国
民
の
祝
日
が
、
名
称
を
変

え
、
第
三
月
曜
日
に
な
っ
た
だ

け
の
こ
と
。
つ
ま
り
老
人
の
日

は
現
存
し
な
い
と
思
い
込
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
う

い
う
わ
け
か
、
暦
の
15
日
の
欄

に
は
今
も
老
人
の
日
と
記
さ
れ

て
い
る
の
だ
。

　

聡
明
な
読
者
に
は
、
当
た
り

前
の
こ
と
を
今
さ
ら
な
に
を
グ

ダ
グ
ダ
言
っ
て
る
の
か
と
お
思

い
だ
ろ
う
が
、
一
応
説
明
す
る

と
、
敬
老
の
日
は
「
祝
日
法
」

と
い
う
法
律
で
定
め
ら
れ
た
国

民
の
祝
日
。
対
す
る
老
人
の
日

は
「
老
人
福
祉
法
」
に
よ
る
も

の
で
９
月
15
日
に
定
ま
っ
て
い

る
と
い
う
。

　

敬
老
の
日
は
国
を
挙
げ
て
年

寄
り
を
祝
う
日
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
老
人
の
日
は
祝
う
の
で

は
な
く
、
老
人
自
身
が
元
気
で

活
き
活
き
暮
ら
す
こ
と
を
促
す

日
と
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
老
人
」
と
い
う

言
葉
を
辞
書
で
調
べ
て
み
る
と
、

年
と
っ
た
人
、
年
寄
り
と
あ
る
。

　

で
は
何
歳
か
ら
を
老
人
と
呼

ぶ
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
特

に
基
準
を
設
け
て
は
い
な
い
よ

う
だ
が
、
老
人
福
祉
法
や
世
界

保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
で
は
、

65
歳
以
上
を
原
則
高
齢
者
と
し

て
い
る
。

　

こ
の
年
齢
が
実
情
に
適
合
し

て
い
る
の
か
ど
う
か
。
年
齢
を

感
じ
さ
せ
な
い
高
齢
者
が
増
え

て
き
た
現
在
は
な
は
だ
疑
問
に

感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

か
く
言
う
小
生
も
、
昨
年
運

転
免
許
更
新
前
の
高
齢
者
講
習

を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
。
な
に
か

人
格
を
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
厭
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い

が
、
同
年
配
の
他
人
を
見
て
い

る
と
、
た
し
か
に
動
き
は
年
寄

り
の
も
の
で
あ
る
。

　

鏡
を
見
て
も
、
年
を
取
っ
た

と
は
思
う
。
で
も
気
力
だ
け
は

若
い
者
に
は
負
け
な
い
。
そ
う

は
思
っ
て
も
体
力
は
つ
い
て
い

か
な
い
。

　

な
ら
ば
、「
老
人
」
で
は
な

く
「
朗
人
（
ろ
う
じ
ん
）」
と
し

て
生
き
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
。

活
き
活
き
暮
ら
す
こ
と
を
目
指

し
毎
日
を
朗
人
の
日
と
し
て
。

『
法
師
品
第
十
』

不ふ

善ぜ
ん

の
心こ

こ
ろ

を
懐い

だ

い
て

　

色い
ろ

を
作な

し
て

　
　

佛ほ
と
け

を
罵の

の
し

ら
ん
は

無む

量り
ょ
う

の
重じ

ゅ
う

罪ざ
い

を
獲え

ん
罰ば
ち
が
当あ

た
る
て 

本ほ
ん
と
う当な
の

　
　

あ
る
筈は
ず
な
い
よ
そ
ん
な
も
の

　
　

大お
と
な人
の
ウ
ソ
に
決き

ま
っ
て
る

そ
ん
な
思お
も
い
で 

し
た
悪い
た
ず
ら戯
が

　
　

 

バ
レ
て
た
ち
ま
ち
大お
お
め
だ
ま
目
玉

親お
や
じ爺
の
拳げ
ん
こ
つ骨 

痛い
た
か
っ
た

だ
け
ど
お
陰か
げ
で 

大お
お
ば
ち罰
受う

け
ず

　
　

こ
の
歳と
し
ま
で
も

　
　
　

ど
う
に
か
こ
う
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　

生い

き
て
き
た

お
礼れ
い
を
言い

い
ま
す 

親お
や
じ爺
さ
ん

　

大
工
道
具
、
家
財
道

具
な
ど
、
器
具
の
総
称

を
い
い
、
日
常
生
活

で
広
く
使
わ
れ
る
言
葉

だ
。
広
辞
苑
に
「
仏
道

修
行
の
用
具
。
仏
具
」

と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
は
仏
教
用

語
で『
仏
道
修
行
に
具そ
な
え
る
も
の
』

と
い
う
意
味
だ
っ
た
。

　

仏
道
修
行
で
は
必
要
最
低
限

の
道
具
し
か
所
持
を
許
さ
れ
な

か
っ
た
。
小
乗
で
は
三
衣
と
鉢
、

座
具
、
そ
れ
に
飲
み
水
を
こ
す

た
め
の
漉ろ
く

水す
い

嚢の
う
。
大
乗
は
こ
れ

に
加
え
て
杖
、
よ
う
じ
、
香
炉
、

手
拭
い
、
小
刀
、
経
巻
、
仏
像

そ
の
他
全
部
で
十
八
物
と
定
め

ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
も
こ
れ
ら
の
「
道
具
」
は

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
し
か
所
持
を
許
さ

れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
必
要
で

は
な
い
余
分
の
も
の
の
こ
と
を

「
長
じ
ょ
う

物も
つ
」
と
呼
ん
だ
。
現
代
で
も

過
剰
に
あ
る
不
要
な
も
の
を｢

無

用
の
長
物｣

と
い
う
が
、
語
源
は

こ
こ
に
あ
る
。
断
捨
離
が
言
わ
れ

て
久
し
い
が
、
長
物
の
整
理
が
必

要
な
こ
の
頃
で
あ
る
。

偉
美
理
庵


