
令和 3年春

祥
雲
閣
が
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た

　
コ
ロ
ナ
禍
で
経
済
が
冷
え
込
む
今
、
永
祥
寺
が
で
き
る

こ
と
を
考
え
祥
雲
閣
の
内
装
工
事
を
大
々
的
に
行
い
ま
し

た
。

・
一
階
と
二
階
の
絨
毯
の
入
れ
替
え

・  

壁
紙
の
総
張
り
替
え

・
一
階
と
二
階
の
和
式
ト
イ
レ
を
洋
式
ト
イ
レ
に
変
更

・
一
階
ト
イ
レ
横
に
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
の
多
機
能
ト
イ
レ

を
設
置

　
昭
和
五
十
五
年
の
建
設
以
来
、
初
め
て
絨
毯
を
入

れ
替
え
ま
し
た
。
以
前
の
赤
い
絨
毯
は
硬
く
、
冬
場

は
冷
た
く
て
歩
く
の
が
大
変
で
し
た
。
新
し
い
緑
色

の
絨
毯
は
柔
ら
か
く
て
歩
き
や
す
く
な
っ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
壁
紙
も
初
め
て
張
り
替
え
ま
し
た
の
で
き

れ
い
で
明
る
い
雰
囲
気
に
な
り
ま
し
た
。

　
ト
イ
レ
は
使
い
に
く
い
和
式
ト
イ
レ
を
廃
止
し
て

洋
式
ト
イ
レ
に
変
更
し
ま
し
た
。
ま
た
、
設
置
場
所

を
決
め
ら
れ
ず
に
い
た
多
機
能
ト
イ
レ
も
設
置
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
制
限
さ
れ
た
反
面
、

お
寺
の
あ
り
方
を
あ
ら
た
め
て
考
え
設
備
投
資
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
誰
も
が
安
心
し
て
お
参
り

で
き
る
お
寺
作
り
」
が
前
進
し
た
一
年
に
な
り
ま
し

た
。

　

柔らかくて

歩きやすくなりました！

車椅子に乗ったまま

入ることができる

トイレができました！

令
和
三
年
の
予
定

春
の
中
日
法
要
　
　
僧
侶
の
み
で

花
ま
つ
り
大
般
若
　
僧
侶
の
み
で

子
ど
も
禅
の
集
い
　
未
定

万
灯
供
養
　
　
　
　
未
定

秋
の
中
日
法
要
　
　
未
定

戒
名
授
与
式
　
　
　
十
月
七
日
開
催

両
祖
報
恩
法
要
　
　
未
定

戒
名
授
与
式
は
参
加
者
が
名
簿
で
把
握
で

き
て
お
り
、
か
つ
少
人
数
な
の
で
開
催
が

可
能
と
考
え
て
お
り
ま
す

おてらおやつクラブ活動継続中！

あなたの気持ちを永祥寺が代わっ

てお届けします

映
画
『
典
座
』
上
映
終
了

　
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
で
上
映
さ
れ
た
全
国
曹
洞
宗
青
年

会
の
映
画
『
典
座
（
て
ん
ぞ
）』
の
永
祥
寺
上
映
会
は
昨

年
夏
に
全
五
回
開
催
し
、
ご
好
評
の
う
ち
に
終
了
い
た
し

ま
し
た
。
お
た
よ
り
配
布
の
時
期
と
日
程
が
合
わ
ず
永
祥

寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
永
祥
寺
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・
住
職
ツ

イ
ッ
タ
ー
で
の
告
知
と
な
り
ま
し
た
。

檀
家
代
表
者
の
変
更
は
連
絡
を

　
年
会
費
振
り
込
み
用
紙
の
送
り
先
で
あ
る
檀
家
の

代
表
者
は
特
に
指
定
が
な
い
限
り
は
、
直
近
の
葬
儀

で
喪
主
を
務
め
ら
れ
た
方
の
お
名
前
で
登
録
し
て
お

り
ま
す
。

　
入
院
、
施
設
入
所
な
ど
の
事
情
が
あ
り
書
類
郵
送

先
の
変
更
を
さ
れ
る
際
は
寺
務
所
に

・
現
在
の
代
表
者
の
名
前
と
振
り
込
み
用
紙
に
記
載
の

檀
家
ID
番
号
（
重
要
）

・
新
し
い
代
表
者
の
名
前
・
住
所
・
電
話
番
号

を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

納
骨
堂
の
名
義
が
古
い
ま
ま
と
思
っ
た
時
は

　
お
檀
家
の
代
表
者
が
亡
く
な
ら
れ
て
も
納
骨
堂
の

名
義
は
無
断
で
は
変
更
し
な
い
よ
う
に
し
て
お
り
ま

す
。

　
変
更
を
ご
希
望
の
方
は
寺
務
所
に

・
現
在
の
名
義

・
新
し
い
名
義
、
住
所
、
電
話
番
号

を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

ご要望が多くあれば

夏の夜のリバイバル上映も検討します！

お願いばかりで
申し訳ありません



令和三年春 令和三年春

2020 年秋彼岸は

120kg でした

　
今
年
の
春
彼
岸
も
お
供
え
物
の
廃
棄
作
業
を
委
託
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
永
祥
寺
で
は
年
二
回
、
回
収
作
業
を
外

部
に
委
託
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
以
降
は
作
業
を

断
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
そ
れ
以
上
に
、
ま
だ
食
べ
ら

れ
る
お
供
え
物
を
廃
棄
す
る
習
慣
を
見
直
し
廃
棄
ゼ
ロ
の

実
現
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
回
収
作
業
の
中
止
は
二

〇
二
八
年
で
す
。
何
度
も
う
る
さ
く
書
い
て
し
ま
い
心
苦

し
い
の
で
す
が
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ほ
と
ん
ど
の
方
か
ら
当
寺
の
廃
棄
問
題
に
ご
理
解
を
い

た
だ
き
急
速
に
改
善
し
て
お
り
ま
す
こ
と
に
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

お供え物は仏壇に

あげて、下げたあと

家族でいただきます

お
供
え
物
は
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い

年
会
費
は
振
り
込
み
用
紙
で

　
こ
れ
ま
で
、
振
り
込
み
用
紙
を
持
た
ず
に
お
寺
ま
で
お

支
払
い
に
来
て
下
さ
っ
た
場
合
も
入
金
を
お
受
け
し
て
い

ま
し
た
。

　
し
か
し
、
入
金
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
手
元
に
残
っ
た
振

り
込
み
用
紙
を
使
っ
て
再
度
入
金
を
し
て
し
ま
う
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
ま
た
、
別
居
の
親
族
が
振
り
込
み
用
紙
で
お
支
払
い
下

さ
っ
て
い
る
の
に
、
知
ら
ず
に
二
重
入
金
を
し
そ
う
に
な

る
方
も
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
そ
の
度
寺
務
所
で
入
金
記

録
の
確
認
作
業
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
お
寺
に
納
め
に
来
て
く
だ
さ
る
際
は
か
な
ら
ず
、
振
り

込
み
用
紙
を
お
持
ち
の
上
で
ご
入
金
を
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

年
回
法
要
の
ご
案
内
を
始
め
ま
し
た

　
家
の
法
事
の
時
期
や
年
数
の
数
え
方
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
く
る
の
は
七
回
忌
以
降
と
い
う
方
が
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　「
先
祖
供
養
の
勤
め
忘
れ
は
家
長
の
恥
」
と
い
う
意

識
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
そ
う
で
す
が
、
七
回
忌
・
十
三

回
忌
・
十
七
回
忌
の
法
要
に
あ
た
る
ご
家
庭
に
向
け
て

少
し
ず
つ
お
知
ら
せ
の
送
付
を
始
め
ま
し
た
。

【
檀
家
の
権
利
】
に
つ
い
て

　
あ
る
研
修
で
お
寺
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
方
が
「
こ
の

業
界
に
は
檀
家
の
義
務
ば
か
り
強
調
し
て
檀
家
の
権
利
を

教
え
て
く
れ
な
い
傾
向
が
あ
る
」
と
話
さ
れ
て
い
た
の
が

心
に
残
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
当
寺
の
お
檀
家
様
の
権
利
に

つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

一
、
仏
事
に
つ
い
て

　
葬
儀
、
法
事
、
月
参
り
な
ど
一
切
の
仏
事
を
依
頼
で

き
る
の
は
永
祥
寺
の
お
檀
家
様
の
み
で
す
。

二
、
納
骨
堂
の
利
用
に
つ
い
て

　
納
骨
堂
は
永
祥
寺
の
お
檀
家
様
だ
け
が
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

三
、
祥
雲
閣
の
利
用
に
つ
い
て

　
祥
雲
閣
を
通
夜
葬
儀
で
利
用
さ
れ
る
際
は
檀
家
向
け

の
使
用
料
の
設
定
が
あ
り
ま
す
。

　
祥
雲
閣
の
通
夜
葬
儀
で
の
利
用
料
は
檀
家
外
と
の
差
が

小
さ
い
の
で
検
討
し
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
市
の
中
心
部
で
バ
ス
も
近
く
を
走
っ
て
い
る
永
祥
寺
の

納
骨
堂
を
利
用
で
き
る
こ
と
は
檀
家
で
あ
る
大
き
な
意
義

と
感
じ
ま
す
。

　
仏
事
に
つ
い
て
も
皆
様
の
ご
支
持
を
い
た
だ
け
る
よ
う

努
力
し
て
参
り
ま
す
！

振
り
込
み
用
紙
を
紛
失
し
た
場
合
は

　
用
紙
を
な
く
さ
れ
た
場
合
は
再
発
行
し
て

郵
送
し
ま
す
。
寺
務
所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

大事なことなので

ご了承ください

法
事
の
三
つ
の
心
が
け

　
法
事
は
故
人
の
冥
福
を
祈
る
営
み
で
す
が
、
久
し
ぶ
り

に
親
戚
同
士
が
顔
を
合
わ
せ
て
近
況
を
話
し
合
い
絆
を
深

め
る
役
割
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
ん
な
法
事
を
お
勤
め
す
る
時
の
「
三
つ
の
心
が
け
」

と
い
う
も
の
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　一
、
追
憶
（
つ
い
お
く
。
故
人
の
こ
と
を
思

い
出
す
時
間
に
す
る
）

二
、
自
覚
（
じ
か
く
。
こ
の
人
が
い
て
く
れ

た
か
ら
今
の
私
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
自
覚

す
る
時
間
に
す
る
）

三
、
和
合
（
わ
ご
う
。
親
族
同
士
が
仲
良
く

過
ご
し
て
い
る
姿
を
故
人
に
見
せ
る
。
そ
う

し
て
故
人
に
喜
ん
で
も
ら
う
時
間
に
す
る
）

　
い
つ
も
私
が
法
事
で
話
し
て
い
る
の
で
耳
に
さ
れ
た

こ
と
が
お
あ
り
の
方
も
多
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
今
は
コ

ロ
ナ
禍
で
叶
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
状
況
が
明
け
た
ら
法
事

は
楽
し
く
お
勤
め
し
た
い
も
の
で
す
ね
。



いのちの手紙を書いてみませんか？

いのちの手紙とは

身近な方が亡くなられたとき 

その人の思いを聞いてみたかったという経験はありませんか？

大切な人に伝えておきたい想いを手紙に記す

人生がいつ終わるか誰にもわかりません

だからこそ今 大事な方に想いをはせて手紙を残しておきませんか？

生前に預けていただいた手紙は 

ご自身のお通夜の際に住職か永祥寺の僧侶が代読させていただきます

このページの裏面が文面になっています

年齢によって気持ちが変化したり

大事な人が増えることもありますので

書き直しも受け付けております

預けていただいたお手紙は

住職が責任を持って保管します

お問い合わせは 永祥寺寺務所 0155-24-3250

織田秀道 hidemichi.zen@gmail.com




