
永祥寺だより　令和 2年夏 永祥寺だより　令和 2年夏

お
月
参
り
や
法
事
に
つ
い
て

◆
お
月
参
り
に
つ
い
て

　

大
き
な
行
事
と
重
な
っ
た
時
は
お
休
み
さ
せ
て
い
た

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ご
希
望
さ
れ
る
方
に
は
月
々

の
命
日
に
お
参
り
に
伺
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

　
◆
法
事
や
祥
月
命
日
の
お
申
し
込
み
に
つ
い
て

　

お
電
話
で
結
構
で
す
。
土
日
祝
日
の
予
約
は
す
ぐ
に

埋
ま
り
ま
す
の
で
お
早
め
に
！

　

寺
務
所
を
不
在
に
し
て
お
り
電
話
に
出
ら
れ
な
か
っ

た
時
は
、
着
信
の
電
話
番
号
か
ら
折
り
返
し
ま
す
。
番

号
通
知
で
お
か
け
く
だ
さ
い
。

◆
遠
い
ご
先
祖
様
の
遺
骨
に
つ
い
て

　

先
祖
代
々
の
遺
骨
が
た
く
さ
ん
あ
り
納
骨
堂
に
お
さ

ま
り
き
ら
な
い
場
合
は
、

１
、
小
さ
な
骨
箱
を
買
っ
て
納
め
な
お
す
「
分
骨
」

２
、
自
宅
の
過
去
帳
に
名
前
を
記
し
た
上
で
、
永
祥
寺

　
　

の
合
葬
（
が
っ
そ
う
）
墓
へ
納
め
る

３
、
大
き
い
納
骨
壇
の
利
用
を
申
し
込
む

と
い
っ
た
方
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
も
お
寺
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
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秋
彼
岸
の
納
骨
堂
で
の
お
経

　

お
彼
岸
の
中
日
九
月
二
十
二
日
は
僧
侶
が
納
骨
堂

内
に
待
機
し
て
お
り
、
ご
依
頼
に
応
じ
て
読
経
を
い

た
し
ま
す
。
た
だ
、
葬
儀
が
入
っ
た
際
は
僧
侶
の
人

数
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
ご
理
解
の
ほ
ど
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

中
日
の
九
月
二
十
二
日
は
午
後
一
時
か
ら
お
彼
岸

の
ご
供
養
法
要
が
あ
り
ま
す
。

　

残
念
で
す
が
今
回
は
世
相
を
鑑
み
僧
侶
の
み
で
お

勤
め
し
ま
す
。

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
志
納
金
は
今
年
も
み
ち
の
く

未
来
基
金
に
全
額
送
金
い
た
し
ま
す
。

お
中
日
の
法
要

お
寺
で
読
経
の
依
頼
を
す
る
時
は

　

納
骨
堂
で
の
読
経
の
ご
依
頼
を
頂
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
事
前
の
ご
連
絡
が
な
い
場
合
は
枕
経
や
葬

儀
な
ど
で
僧
侶
が
不
在
に
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
お

断
り
を
す
る
失
礼
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

来
春
ま
で
の
行
事
予
定

九
月
二
十
二
日
（
火
）

　
一
時
　
秋
の
お
彼
岸
法
要
　

　（
震
災
孤
児
進
学
支
援
に
送
金
）

　
僧
侶
の
み
で
お
勤
め
し
ま
す

十
月
七
日
（
水
）

　
十
一
時
　
戒
名
授
与
式

　
一
時
　
　
両
祖
忌
法
要

　（
震
災
孤
児
進
学
支
援
に
送
金
）

　
七
月
末
に
開
催
判
断
を
し
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　
記
載
し
ま
す

二
月
十
五
日
（
月
）

　
一
時
　
涅
槃
会
法
要

　（
震
災
孤
児
進
学
支
援
に
送
金
）

三
月
二
十
日
（
土
）

　
一
時
　
春
の
お
彼
岸
法
要

　（
震
災
孤
児
進
学
支
援
に
送
金
）

法
事
の
会
場
費

法
要
後
に
そ
の
場
で
食
事
を
し
な
い
場
合
は
夏

季
・
冬
季
と
も
無
料

食
事
を
す
る
場
合
は
一
万
五
千
円
（
冬
季
は
暖

房
費
二
〜
三
千
円
が
追
加
）

今
後
も
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
永
祥
寺
に
つ
い
て

　

現
在
は
お
月
参
り
を
は
じ
め
全
て
の
行
事
を
再
開

し
て
お
り
ま
す
。

　

お
月
参
り
に
は
当
分
の
間
僧
侶
が
マ
ス
ク
着
用
で

伺
い
ま
す
が
、
我
々
が
感
染
し
て
い
る
可
能
性
を
考

え
て
の
こ
と
で
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
体
調
不

良
の
僧
侶
が
出
た
際
は
中
断
し
ま
す
。

　

お
通
夜
と
葬
儀
は
マ
ス
ク
着
用
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

坐
禅
会
も
し
ば
ら
く
は
皆
様
に
も
マ
ス
ク
着
用
で

ご
参
加
い
た
だ
く
こ
と
と
し
ま
す
。

　

お
寺
ヨ
ガ
は
三
ヶ
月
の
中
止
を
経
て
六
月
か
ら
定

員
数
を
減
ら
し
て
再
開
し
て
い
ま
す
。

（
こ
の
執
筆
時
は
五
月
下
旬
な
の
で
、
こ
の
あ
と
十
勝

に
感
染
拡
大
が
起
こ
ら
ず
予
定
通
り
に
再
開
で
き
た

想
定
で
書
い
て
い
ま
す
）

万
灯
供
養
は
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で

　

八
月
十
五
日
の
万
灯
供
養
は
い
わ
ゆ
る
３
密
を

回
避
で
き
な
い
の
で
今
年
は
僧
侶
の
み
で
お
勤
め

し
ま
す
。

　

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
の
ラ
イ

ブ
配
信
を
予
定
し
て
い
ま
す

の
で
午
後
七
時
に
な
っ
た
ら

お
繋
ぎ
く
だ
さ
い
！
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戒
名
授
与
式
の
お
知
ら
せ

　
戒
名
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
信
じ
、
心
の

拠
り
所
と
す
る
仏
教
徒
の
証
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

本
来
は
生
前
に
も
ら
う
も
の
で
す
。
ま
た
、
親
で
あ

る
自
分
の
葬
儀
の
時
、
子
供
た
ち
が
戒
名
の
こ
と
で

迷
わ
な
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
お
き
た
い

と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
今
年
も
左
記
の
日
程
で
戒
名
授
与
式
を
行
い
ま
す

の
で
ど
う
ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
：
令
和
二
年
十
月
七
日

　
　
　
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
三
時
ご
ろ
ま
で

◆
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
状
況
を
見
な
が
ら
七
月
末
に

開
催
中
止
の
判
断
を
し
ま
す
。

◆
儀
式
の
内
容
上
、
ご
欠
席
や
代
理
出
席
で
は
戒
名

を
贈
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
後
の
対
応
は
お

寺
と
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
寺
務
所
で
申
込
用
紙
を
受
け
取
り
ご
記
入
の
上
九

月
二
十
三
日
ま
で
に
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
期

日
以
降
の
お
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
住
職
が
多
忙
の

場
合
、
来
年
に
ま
わ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
を

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆
戒
名
希
望
者
は
午
前
午
後
の
法
要
に
通
し
て
参
加

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
午
後
は
両
祖
忌
法
要
と
特
派

布
教
師
の
法
話
が
あ
り
、
最
後
に
戒
名
が
授
与
さ
れ

ま
す
。

ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
運
動
に
つ
い
て

　
乳
が
ん
早
期
発
見
の
啓
発
活
動
「
ピ
ン
ク
リ
ボ

ン
運
動
」
の
声
か
け
効
果
を
高
め
る
た
め
に
作
っ

た
ピ
ン
ク
色
の
絡
子
（
ら
く
す
）
が
佛
教
新
聞
で

紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
十
月
は
こ
の
絡
子
を
着
用
し

て
僧
侶
が
お
月
参
り
や
法
事
に
伺
い
ま
す
の
で
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
！

お
供
え
物
の
回
収
作
業
に
つ
い
て

　
大
事
な
こ
と
な
の
で
今
後
も
書
い
て
い
き
ま
す
。

お
供
え
物
の
回
収
と
廃
棄
は
八
年
以
内
に
や
め
ま
す
。

こ
の
ま
ま
の
ペ
ー
ス
で
お
供
え
物
の
放
置
が
減
っ
て

い
け
ば
八
年
は
無
理
の
な
い
移
行
期
間
で
す
。
皆
様

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
！

回
収
作
業
の
時
期
は

・
春
彼
岸
の
あ
と
の
三
月
二
十
四
日
か
二
十
五
日

・
お
盆
の
明
け
の
八
月
十
七
日

で
す
。
お
彼
岸
と
お
盆
の
期
間
中
に
は
回
収
作
業
を

し
て
い
ま
せ
ん
。

新
納
骨
堂
デ
ザ
イ
ン
ア
ン
ケ
ー
ト

　
既
存
の
納
骨
堂
の
空

き
数
が
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
の
で
、
西

三
条
側
の
納
骨
堂
「
大

心
堂
」
を
い
つ
か
は
建

て
替
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
維
持
が
負
担
に
な
ら
ず
、
雰
囲
気
が
明
る
く
、
暖
か
く
、
訪
れ

た
人
が
心
安
ら
ぐ
納
骨
堂
に
し
た
い
も
の
で
す
。
私
の
頭
の
中
で

は
今
後
の
寺
院
造
り
の
全
体
像
は
す
で
に
固
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

大
心
堂
を
ご
利
用
中
の
皆
様
に
も
関
心
を
お
持
ち
い
た
だ
き
た

く
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
新
納
骨
堂
デ
ザ
イ
ン
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と

い
う
記
事
を
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
誰
が
何
回
投

票
し
た
か
判
別
が
で
き
な
い
の
で
、
結
果
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る

目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
周
知
す
る
こ
と
で
お
檀
家
様
の
方
か
ら

私
の
思
い
つ
か
な
い
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
を
い
た
だ
け
る
こ
と
を
期

待
し
て
の
記
事
で
す
！

　
よ
ろ
し
け
れ
ば
ご
覧
く
だ
さ
い
。

設計の一例

精
進
料
理
の
会
　
終
了　

緊
急
事
態

宣
言
が
出
て

い
な
い
時
期

で
あ
っ
た
と

は
い
え
開
催

を
た
め
ら
い

ま
し
た
が
、

定
員
を
減
ら

し
参
加
者
同

士
の
距
離
を

空
け
さ
せ
て

い
た
だ
い
た

上
で
精
進
料

理
の
会
を
開

催
し
ま
し

た
。

十
勝
産
野
菜

の
サ
ラ
ダ
ご

は
ん
や
豆
乳

仕
立
て
の

ス
ー
プ
、
野

菜
の
フ
ラ
イ

な
ど
絶
品
揃

い
で
大
変
好

評
で
し
た
。
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法
事
の
お
供
え
物
の
あ
げ
か
た

　

お
供
え
物
の
あ
げ
方
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
お
檀
家
の

皆
様
へ
」
の
項
目
に
詳
し
く
書
い
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
一
汁
三
菜
が
基
本
で
す
が
絶
対
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
お
団
子
は
本
来

は
枕
団
子
と
い
い
枕
経

の
際
に
供
え
る
も
の
で

す
が
、
日
頃
か
ら
お
供

え
し
て
も
良
い
で
し
ょ

う
。
た
だ
手
間
が
か
か

る
も
の
な
の
で
無
理
の

な
い
ペ
ー
ス
で
お
供
え

し
ま
し
ょ
う
。

→
仏
様
が
召
し
上
が
り
や
す
い
よ
う
に
向
け
ま
す

枕
経
の
受
付
時
間
帯
に
つ
い
て

　

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
と
し
て
お
り
ま
す
。
以

前
は
二
十
四
時
間
体
制
で
受
け
付
け
て
お
り
ま
し
た
が
、

そ
も
そ
も
夜
勤
の
僧
侶
が
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
深
夜
の

枕
経
に
行
っ
た
際
は
そ
の
後
寝
付
く
こ
と
が
で
き
ず
、
翌

日
の
勤
め
と
車
の
運
転
に
も
支
障
が
出
る
お
そ
れ
が
あ
り

ま
し
た
。

　

僧
侶
の
安
全
を
優
先
い
た
し
ま
す
が
、
ど
う
か
ご
理
解

を
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
規
の
ご
入
檀
は
寺
務
所
で

　

永
祥
寺
で
は
条
件
付
き
で
新
規
の
お
檀
家
様
を
お
受
け
し

て
お
り
ま
す
。
お
寺
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
年
会
費
の
ご
説

明
な
ど
を
お
聞
き
い
た
だ
い
た
上
で
檀
家
登
録
を
い
た
し
ま

す
。

　

こ
れ
ま
で
お
檀
家
様
の
分
家
の
方
に
つ
い
て
は
ご
家
族
が

亡
く
な
ら
れ
た
際
に
い
た
だ
く
お
電
話
一
本
で
入
檀
を
お
受

け
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
諸
説
明
を
省
略
し
て
き
た
弊
害
が

生
じ
て
お
り
方
針
を
改
め
ま
し
た
。
檀
家
登
録
が
済
ん
で
は

じ
め
て
枕
経
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ま
だ
檀
家
に

な
ら
れ
て
い
な
い
分
家
の
方
に
は
こ
の
こ
と
を
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

入
檀
を
お
受
け
で
き
る
ケ
ー
ス

・
本
家
が
十
勝
管
外
の
曹
洞
宗
寺
院
の
檀
家
で
あ
り
、
そ
の

住
職
に
十
勝
で
の
お
寺
探
し
の
了
承
を
得
て
い
る

・
他
宗
教
か
ら
の
改
宗
や
、
他
宗
派
か
ら
の
宗
旨
替
え
を
し

た
い
（
こ
の
場
合
は
十
勝
管
内
で
も
お
受
け
で
き
ま
す
）。

　

こ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
場
合
、
寺
務
所
で
檀
家
登
録
を
し

て
お
檀
家
様
と
し
て
お
迎
え
が
で
き
ま
す
。
十
勝
管
内
の
曹

洞
宗
寺
院
の
お
檀
家
様
、
並
び
に
分
家
様
を
お
受
け
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

納
骨
堂

お
花
も
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い

　

お
花
も
持
ち
帰
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
数
日
置
い

て
お
き
た
い
と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い

ま
す
。
後
日
回
収
に
来
ら
れ
る
方
は
下
げ
ず
に
置
い
て

い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。

　

回
収
に
来
ら
れ
な
く
な
り
放
置
さ
れ
た
場
合
は
永
祥

寺
で
納
骨
堂
に
入
っ
て
い
る
位
牌
の
命
日
を
確
認
し
な

が
ら
日
数
の
経
っ
た
お
花
か
ら
下
げ
て
い
き
ま
す
。

住
職
も
最
近
知
っ
た
お
供
え
物
の
話

　

徳
島
県
の
話
で
す

が
、
お
墓
に
は
線
香

と
シ
キ
ビ（
し
き
み
）

と
い
う
植
物
を
持
っ

て
い
く
だ
け
で
、
食

べ
物
を
お
供
え
し
な

い
そ
う
で
す
。

　

お
仏
壇
に
故
人
の
好
き
だ
っ
た
物
を
お
供
え
し
て
、

そ
の
あ
と
は
家
族
で
全
て
食
べ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
お
墓
に
お
供
え
し
た
も
の
は
そ
の
場

で
食
べ
て
帰
っ
て
く
る
と
い
う
お
話
を
３
人
の
方
か

ら
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
（
私
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ

ム
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
よ
り
）。
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