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寺
務
所
前
の
彼
岸
花
や
木
々
達
が

徐
々
に
染
ま
り
始
め
、
秋
の
訪
れ
を
感

じ
る
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
檀
信
徒
の

皆
様
方
に
置
か
れ
ま
し
て
は
、
い
か
が

お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
今
年
は
銀
杏

も
実
り
が
よ
く
、
上
を
見
ま
す
と
大
き

な
実
が
た
く
さ
ん
な
っ
て
い
る
の
が

見
え
ま
す
。
昨
年
は
不
作
の
年
で
、
新

年
祈
祷
の
際
、
参
詣
さ
れ
ま
し
た
皆
様

に
お
配
り
す
る
こ
と
が
叶
わ
ず
、
と
て

も
残
念
で
し
た
。
本
年
度
は
そ
の
心
配

は
な
さ
そ
う
で
す
の
で
、
楽
し
み
に
し

て
い
た
だ
け
た
ら
な
と
思
う
次
第
で

あ
り
ま
す
（
ペ
ー
ジ
下
部
写
真
）
。 

 

さ
て
、
秋
と
言
い
ま
す
と
、
皆
様
は

何
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
。
芸
術

の
秋
、
読
書
の
秋
、
ス
ポ
ー
ツ
の
秋
、

色
々
あ
り
ま
す
が
、
私
は
や
は
り
食
欲

の
秋
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
び
ま
す
。

先
に
話
し
ま
し
た
銀
杏
も
そ
う
で
す

し
、
お
米
や
秋
刀
魚
、
梨
、
林
檎
な
ど

多
く
の
食
べ
物
が
旬
の
季
節
で
す
。
旬

の
食
材
を
食
べ
る
と
病
気
に
な
ら
な

い
と
言
い
ま
す
か
ら
、
美
味
し
い
物
を

し
っ
か
り
食
べ
て
、
英
気
を
養
い
ま
し

ょ
う
。 

 

そ
ん
な
食
欲
の
秋
で
す
が
、
皆
様
は

食
事
の
挨
拶
は
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。
両
手
を
合
わ
せ
て
「
い
た
だ
き

ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
」
と
い

う
、
誰
も
が
子
供
の
頃
に
教
わ
っ
た
挨

拶
か
と
存
じ
ま
す
。
そ
の
食
事
の
挨
拶

に
は
様
々
な
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
農
作
物
を
作

っ
た
方
へ
の
感
謝
、

そ
れ
を
調
理
し
た

方
へ
の
感
謝
、
命
を

頂
く
事
へ
の
感
謝
。

こ
う
し
た
、
食
べ
物

に
関
す
る
感
謝
は
日

頃
か
ら
感
じ
て
い
る

方
も
多
い
か
と
思
い

ま
す
。
仏
教
に
は
“
縁

起
”
と
い
う
言
葉
が

あ
り
、
世
の
中
の
あ

ら
ゆ
る
事
象
は
、
お

互
い
に
関
わ
り
合
っ

て
存
在
し
て
い
ま

す
。
何
気
な
く
食
卓

に
並
ん
だ
食
べ
物
に

は
、
私
た
ち
に
は
想

像
が
つ
か
な
い
ほ
ど

多
く
の
事
が
関
係
し

合
っ
て
お
り
、
そ
れ

ら
は
“
縁
”
に
よ
っ
て

存
在
し
て
い
る
の
で

す
。
食
事
の
挨
拶
と

は
、
そ
う
し
た
“
縁
”

全
て
に
向
け
ら
れ
た

言
葉
で
あ
り
、
そ
れ

が
合
掌
と
い
う
形
と

な
っ
て
、
自
然
と
表

さ
れ
て
い
る
の
だ

と
、
私
は
常
々
思
う

の
で
す
。 

（
裏
へ
続
く
） 

 

人
の
短
を
道
う
こ
と
無
か
れ 

己
の
長
を
説
く
こ
と
な
か
れ 

崔

瑗

 

『

座

右

銘

』

よ

り

 

い 

↑
 

銀
杏
の
木
（
観
音
堂
横
） 
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年

間

行

事 

一
月 

 

厄
除
け
祈
願
大
祭 

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 

 
 

九
月 

 

秋
季
彼
岸
会 

十
二
月 

二
年
参
り 

お

知

ら

せ 

・
墓
地
分
譲
中 

・
傳
燈
舘
予
約
受
付
中 

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
お
電
話

に
て
申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。 

☎
：
〇
二
六
三-

七
七-

二
四
二
五 

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
。 

 
（
続
き
） 

 
皆
様
も
よ
く
ご
存
じ
の
、
両
手
の
指

を
揃
え
合
わ
せ
た
合
掌
の
事
を
、
真
言

宗
で
は
虚
心
合
掌
と
言
い
ま
す
。
虚
心

の
“
虚
”
と
い
う
字
に
は
「
窪
ん
だ
中

に
あ
る
様
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

合
掌
し
て
頂
き
ま
す
と
、
手
の
平
の
中

に
わ
ず
か
に
空
間
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ

の
空
間
に
心
が
あ
る
の
だ
と
、
私
は
師

匠
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。
心
と
は
想
い

で
す
。
自
分
の
持
つ
縁
に
対
す
る
想
い
、

他
者
に
感
謝
す
る
想
い
、
故
人
を
偲
ぶ

想
い
、
そ
う
し
た
想
い
が
合
掌
に
は
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

凡
聖
不
二
の
み
教
え
は 

こ
の
合
掌
に
在
り
と
聞
く 

祈
れ
合
わ
せ
よ
両
の
掌
を 

 
 

功
徳
は
広
大
無
辺
な
り 

  

こ
れ
は
『
合
掌
の
功
徳
』
と
い
う
御

詠
歌
の
一
節
で
す
。
凡
聖
不
二
と
は
、

仏
様
と
私
達
は
本
来
等
し
く
同
じ
存

在
で
あ
り
、
そ
こ
に
垣
根
は
な
い
、
と

い
う
意
味
で
す
。
仏
様
は
遥
か
遠
く
の
、

手
の
届
か
な
い
場
所
に
い
る
よ
う
に

感
じ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
実
は
一

番
近
く
、
ご
自
身
の
中
に
も
お
ら
れ
る

の
で
す
。
右
手
は
仏
様
、
左
手
は
自
分

を
表
し
ま
す
。
合
掌
と
は
、
仏
様
を
想

う
心
と
、
仏
様
が
私
達
を
想
う
心
が
一

つ
と
な
り
、
ま
さ
し
く
「
凡
聖
不
二
の

み
教
え
」
を
表
し
て
い
る
姿
な
の
で
す
。 

  
 

功
徳
は
広
大
無
辺
な
り 

  

功
徳
と
は
、
善
い
行
い
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
ご
利
益
で
あ
り
、
そ
こ
に
限
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。
善
い
行
い
に
は
、
や

り
過
ぎ
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

他
者
へ
の
感
謝
の
想
い
や
仏
様
へ
の

想
い
を
込
め
た
合
掌
は
当
然
善
い
行

い
で
す
。
食
事
の
際
や
寺
社
仏
閣
に
お

参
り
さ
れ
た
際
に
は
、
心
を
込
め
て
合

掌
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
合
掌

に
は
、
ご
自
身
の
想
い
が
あ
り
、
仏
様

の
想
い
が
あ
り
ま
す
。
両
手
を
合
わ
せ

た
お
姿
は
、
そ
の
ま
ま
仏
様
の
お
姿
で

す
。
日
々
そ
う
し
た
行
い
を
積
み
重
ね

る
こ
と
が
、
私
達
が
仏
様
に
近
づ
く
第

一
歩
な
の
で
す
。
そ
う
し
た
心
持
ち
で

秋
の
味
覚
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
と
、

よ
り
い
っ
そ
う
美
味
し
く
感
じ
ら
れ

る
か
と
存
じ
ま
す
。 

今
月
号
の
お
言
葉
は
、
中
国
の
文
人

崔
瑗
の
著
書
、『
座
右
銘
（
座
右
の
銘
）』

に
出
て
く
る
一
節
で
す
。 

 

崔
瑗
と
は
、
後
漢
王
朝
時
代
の
中
国

の
文
人
で
、
世
界
で
一
番
古
い
座
右
の

銘
を
残
し
た
人
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

今
回
の
お
言
葉
で
あ
る
「
人
の
短
を
道

（
い
）
う
無
か
れ
、
己
の
長
を
説
く
こ

と
な
か
れ
」
と
は
、
お
大
師
様
も
座
右

の
銘
と
し
て
い
た
言
葉
で
も
あ
り
ま

す
。
「
他
人
の
短
所
を
批
判
し
て
は
い

け
な
い
。
自
分
の
長
所
を
自
慢
し
て
は

い
け
な
い
。」
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

つ
い
つ
い
他
人
と
自
分
を
比
べ
て

優
劣
を
付
け
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、

他
人
の
悪
口
や
自
身
の
自
慢
話
は
、
自

分
の
評
価
を
下
げ
る
だ
け
で
何
も
生

み
出
し
ま
せ
ん
。
お
大
師
様
が
こ
の
言

葉
を
座
右
の
銘
と
し
て
い
た
の
も
、
他

者
と
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
い
つ
ま

で
も
自
分
に
厳
し
く
あ
ろ
う
、
と
い
う

気
持
ち
を
忘
れ
な
い
為
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。 

今
回
の
お
言
葉 


