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残
暑
厳
し
い
季
節
が
終
わ
り
、
境
内

の
木
々
も
少
し
ず
つ
色
付
き
始
め
、
秋

が
近
づ
い
て
い
る
事
を
感
じ
ま
す
。
近

づ
く
と
い
え
ば
、
お
彼
岸
は
ご
先
祖
様

や
仏
様
が
住
む
悟
り
の
世
界
で
あ
る

彼
の
岸
（
彼
岸
）
と
、
私
達
が
住
ん
で

い
る
世
界
の
此
の
岸
（
此
岸
）
が
最
も

近
づ
く
日
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
彼
岸
に
い
る
ご
先
祖
様
に
思

い
が
届
き
や
す
く
、
お
墓
参
り
へ
行
き

先
祖
供
養
を
す
る
の
に
適
し
た
時
期

な
の
で
す
。
ち
な
み
に
彼
岸
の
語
源
は
、

「
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
（
波
羅
密
多
）
」
と
い

う
イ
ン
ド
の
言
葉
で
「
限
り
の
無
い
完

成
・
完
全
」
と
い
う
意
味
を
持
ち
、「
悟

り
の
岸
に
渡
る
」
と
訳
さ
れ
た
こ
と
か

ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
す
。 

 

さ
て
、
お
彼
岸
は
先
祖
供
養
の
他
に
、

「
自
分
自
身
が
彼
岸
に
渡
る
た
め
の

修
行
を
行
う
期
間
で
あ
る
」
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
彼
岸
と
は
悟
り
の
世
界
と
前

述
し
ま
し
た
が
、
悟
り
の
世
界
に
渡
る

に
は
六
波
羅
蜜
（
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・

精
進
・
禅
定
・
智
慧
）
と
い
う
修
行
を

実
践
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

六
波
羅
蜜
と
は
難
し
い
事
で
は
な

く
、
他
者
を
思
い
や
る
事
を
伝
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
真
言
密
教
で
言
う
と
こ

ろ
の
相
互
供
養
・
相
互
礼
拝
で
す
。
他

者
を
思
い
や
る
事
は
、
即

ち
自
分
自
身
を
思
い
や
る

事
に
な
り
ま
す
。
人
は
皆

一
人
で
生
き
て
い
る
の
で

は
な
く
、
万
物
の
繋
が
り

で
あ
る
〝
縁
〟
に
よ
っ
て

存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

を
理
解
す
る
事
が
、
他
者

を
思
い
や
る
事
に
繋
が
り

ま
す
。
お
彼
岸
は
中
日
の

秋
分
の
日
を
挟
み
前
後
三

日
、
計
七
日
間
あ
り
ま
す
。

お
彼
岸
の
期
間
に
六
波
羅

蜜
を
意
識
し
た
生
活
を
実

践
す
る
程
度
で
し
た
ら
、

で
き
る
方
も
多
い
か
と
存

じ
ま
す
。 

 

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま

で
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、

お
彼
岸
は
季
節
の
変
わ
り

目
で
す
。
こ
の
節
目
に
六

波
羅
蜜
を
通
し
て
自
身
の

心
の
在
り
方
に
つ
い
て
考

え
、
是
非
そ
れ
を
行
動
に

移
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。 

 

虚

空

尽

き

、

衆

生

尽

き

、

 

涅

槃

尽

き

な

ば

、

 

 
 

 

我

が

願

い

尽

き

な

ん

 
弘

法

大

師

空

海

 

『

性

霊

集

』

よ

り

 


 

布
施
…
自
分
を
持
た
な
い 


 

持
戒
…
心
を
戒
め
る 


 

忍
辱
…
侮
辱
や
苦
し
み
に
耐 

 

 
 

 

え
忍
ぶ 


 

精
進
…
諦
め
な
い 


 

禅
定
…
平
静
を
保
つ 


 

智
慧
…
物
事
の
本
質
を
見
極 

 
 

 

め
る 
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平
福
寺
駐
車
場
か
ら
道
一
本
挟
ん

だ
東
側
の
土
地
（
表
写
真
）
に
、
住
職

よ
り
発
願
さ
れ
ま
し
た
地
域
交
流
施

設
「
傳
燈
館
（
仮
称
）」
が
建
設
さ
れ
る

運
び
と
な
り
ま
し
た
。
当
山
の
光
秀
住

職
は
、
平
成
三
十
年
十
月
に
真
言
密
教

最
奥
の
阿
闍
梨
位
で
あ
る
「
傳
燈
大
阿

闍
梨
」
を
授
か
り
ま
し
た
。「
傳
燈
大
阿

闍
梨
」
と
は
、
一
流
伝
授
と
、
高
野
山

学
侶
に
と
っ
て
必
修
の
勧
学
会
を
受

け
た
後
に
、
十
数
年
に
一
度
開
壇
さ
れ

る
、
高
野
山
に
お
い
て
一
番
の
厳
儀
で

あ
る
学
習
灌
頂
に
入
壇
を
許
可
さ
れ

た
者
の
み
が
授
か
る
称
号
で
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
を
機
に
地
域

へ
の
長
年
の
感
謝
に
報
い
る
活
動
を

行
う
場
と
し
て
、
地
域
交
流
施
設
の
建

設
を
発
願
さ
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

「
こ
の
施
設
が
地
域
の
皆
様
の
た
め
、

子
供
達
の
将
来
の
た
め
、
そ
し
て
我
々

自
身
の
励
み
の
た
め
に
な
る
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
。」（
光
秀
住
職
） 

 
こ
の
施
設
で
は
ど
な
た
様
も
ご
利

用
で
き
る
場
と
し
て
次
の
よ
う
な
利

用
を
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 
 

料
理
教
室
（
そ
ば
・
や
し
ょ
う
ま
・

七
夕
ま
ん
じ
ゅ
う
・
餅
つ
き
等
） 


 

地
域
文
化
学
習
（
講
師
を
招
致
） 


 

宗
教
的
活
動
（
納
棺
・
通
夜
・
法

事
・
葬
儀
・
座
禅
・
写
経
等
） 


 

運
動
施
設
（
体
操
・
ヨ
ガ
等
） 


 

そ
の
他 

  

完
成
は
年
明
け
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
宗
教
的
活
動
に
こ
だ
わ
ら
ず
幅
広

い
活
用
を
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
完

成
後
は
多
く
の
方
に
ご
利
用
頂
け
る

こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

今
月
号
の
お
言
葉
は
、
真
言
宗
の
開

祖
で
あ
り
、
高
野
山
を
開
山
さ
れ
た
弘

法
大
師
空
海
和
尚
の
お
言
葉
で
す
。 

 

お
大
師
様
が
高
野
山
に
壇
上
伽
藍

を
建
立
す
る
際
、
少
し
で
も
早
く
伽
藍

を
完
成
さ
せ
た
い
と
い
う
願
い
を
込

め
、
た
く
さ
ん
の
灯
明
・
華
で
仏
様
を

讃
え
る
萬
燈
萬
華
会
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
時
の
祈
願
文
に
こ
の
言
葉
が
記

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
意
訳
す
る
と
、 

「
こ
の
宇
宙
の
生
き
と
し
生
け
る
も

の
全
て
が
仏
と
な
り
、
涅
槃
を
求
め
る

も
の
が
い
な
く
な
る
ま
で
、
私
の
願
い

が
尽
き
る
事
は
な
い
」 

 

即
ち
、
お
大
師
様
の
願
い
は
未
来
永

劫
尽
き
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
そ
の

た
め
、
今
も
な
お

高
野
山
奥
之
院

の
御
廟
に
て
瞑

想
し
、
世
界
中
の

人
々
の
た
め
に

祈
り
続
け
て
い

る
の
で
す
。 

傳
燈
館
建
設
の
お
知
ら
せ 

年

間

行

事 

一
月 

 

厄
除
け
祈
願
大
祭 

二
月 

 

旧
正
月 

三
月 

 

春
季
彼
岸
会
・
涅
槃
会 

四
月 

 

研
修
旅
行 

 
 

 

（
阿
字
の
子
会
主
催
） 

五
月 

 

春
季
例
祭
・
大
般
若
会 

七
月 

 

高
野
山
参
拝
旅
行 

八
月 

 

夏
季
例
祭
・
大
施
餓
鬼
会 

九
月 

 

秋
季
彼
岸
会 

十
二
月 

二
年
参
り 

墓

地

情

報 

 

安
曇
野
市
楡
地
区
「
ア
ル
プ
ス

自
由
墓
苑
」
に
て
墓
地
区
画
を
分

譲
中
で
す
。
不
明
な
点
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 

下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
サ
イ
ト

に
移
動
で
き
ま
す
。
※
周
り
の
方

に
広
め
て
頂
け
た
ら 

幸
い
で
す
。

 

今
回
の
お
言
葉 

傳燈大阿闍梨光秀 


