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◆
お
彼
岸

九
月
二
十
日(

金)

が
彼

岸
の
入
り
、
明
け
は
九
月

二
十
六
日(

木)

で
お
中
日

は
二
十
三
日(

月)

で
す
。

◆
永
代
供
養
墓
秋
彼
岸
法
要

九
月
二
十
三
日

（
月
・
祝
）

午
前
九
時
よ
り

今
日
彼
岸

菩
提
の
種
を

蒔
く
日
か
な

皆
さ
ん
は
も
う
冬
野
菜
の
種
を
蒔
き
ま
し

た
か
？
私
は
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
大
根
の
種

と
、
今
年
初
め
て
日
野
菜
の
種
を
蒔
き
ま
し

た
。
生
長
と
収
穫
が
楽
し
み
で
す
。

こ
の
句
の
意
味
で
す
が
、
「
お
彼
岸
は
安

心
（
あ
ん
じ
ん
）
を
自
覚
す
る
修
行
の
期
間

で
す
。
今
こ
そ
そ
の
種
を
蒔
き
ま
し
ょ
う
」

と
も
、
「
今
こ
こ
が
極
楽
浄
土
だ
よ
、
二
度

と
な
い
こ
の
日
々
を
大
切
に
大
事
に
過
ご
し

ま
し
ょ
う
」
と
も
と
れ
ま
す
。

ま
た
菩
提
と
は
亡
き
人
（
先
祖
）
の

冥

福
を
祈
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
「
ど
う
ぞ

仏
さ
ま
の
世
界
で
安
ら
か
に
お
や
す
み
く
だ

さ
い
。
そ
し
て
残
さ
れ
た
私
達
を
見
守
り
、

お
導
き
下
さ
い
」
と
お
墓
に
お
参
り
し
ま
し

ょ
う
。

u

彼
岸
花

今
年
は
彼
岸
花
の
開
花
が
遅
い
よ
う
な
気
が
し

ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
？
昨
年
の
彼
岸
だ
よ
り

を
見
る
と
九
月
三
日
に
既
に
咲
い
て
い
ま
す
し
、

九
日
に
は
句
碑
の
周
り
に
蕾
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ

ま
し
た
。
私
の
気
が
つ
く
の
が
遅
か
っ
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
写
真
は
十
二
日
に
、
墓
地

参
道
脇
で
撮
影
し
ま
し
た
。
ま
だ
そ
ん
な
に
た
く

さ
ん
咲
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
句
碑
の
周
り

は
蕾
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。

彼
岸
花
の
開
花
に
関
係
す
る
の
は
、
日
照
時
間
で
は
な
く
て
温
度
だ
そ
う

で
す
。
葉
も
出
て
い
な
い
の
に
、
お
彼
岸
頃
に
な
る
と
突
然
一
斉
に
咲
き
出

す
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
？
と
思
い
ま
す
が
、
地
温
が
あ
る
程
度
下
が
る
と
花
芽

が
分
化
し
発
達
す
る
そ
う
で
す
。
九
月
に
入
っ
て
も
暑
い
日
が
続
き

ま
す
。
特
に
台
風
十
五
号
通
過
後
は
静
岡
市
で
三
十
五
度
近
く
あ
っ

た
そ
う
で
、
秘
在
寺
で
は
そ
こ
ま
で
上
が

ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
と
に
か
く
暑

か
っ
た
で
す
ね
。

u

芙
蓉

八
月
末
か
ら
芙
蓉
が
咲
き
始
め
ま
し
た
。

ピ
ン
ク
・
白
・
そ
れ
ぞ
れ
の
八
重
と
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
写
真
は
酔
芙
蓉

で
す
。
こ
ん
な
風
に
色
が
変
わ
り
ま
す
。

最
初
は
真
っ
白
で
す
が
、
し
ぼ
む
と
濃
い

ピ
ン
ク
に
な
り
ま
す
。

9/12 午前 9 時に室内で 30 度！

彼岸だより
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u

施
餓
鬼
会

（
せ
が
き
え
）

十
日
、
山
門
大
施
餓
鬼
会
が
行
わ
れ
、
法
要
の
あ
と
墓
地
移
転
事
業
の
説

明
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

今
年
の
お
施
餓
鬼
も
暑
い
日
で
し
た
。
新
本
堂
に
な
っ
て
エ
ア
コ
ン
が
使

え
る
あ
り
が
た
み
を
実
感
し
ま
し
た
。
旧
の
建
物
で
は
こ
の
暑
さ
は
耐
え
難

か
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

例
年
、
鮎
の
か
ら
揚
げ
を
は
じ
め
と
し
て
、
か
ぼ
ち
ゃ
や
な
す
の
フ
ラ
イ

な
ど
を
、
世
話
人
さ
ん
の
奥
様
方
に
作
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
が
、
あ

ま
り
の
暑
さ
に
献
立
を
変
更
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
料
理
を
作
っ
て
い
た

だ
く
旧
の
庫
裏
（
く
り
）
は
扇
風
機
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
熱
中
症
に
な
っ
た

ら
大
変
で
す
。

今
年
も
岩
崎
堅
一
様
か
ら
は
鮎
と
や
ま
め
を
供
養
し
て
い
た
だ
い
た
の

で
、
こ
れ
は
揚
げ
て
貰
い
ま
し
た
。
「
今
年
は
川
が
濁
っ
て
い
て
た
く
さ
ん

は
な
い
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
こ
の
か
ら
揚
げ
は
毎
年
皆
さ
ん
が

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
野
菜
の
揚
げ
物
の
代
わ
り
に
何
に
し
よ
う
か
と
寺
庭
二
人
で
頭
を

ひ
ね
っ
た
末
に
、
グ
ラ
タ
ン
と
な
す
の
味
噌
か
け
に
決
め
ま
し
た
。
ど
ち
ら

も
ア
ル
ミ
カ
ッ
プ
に
入
れ
て
オ
ー
ブ
ン
で
焼
い
た
の
で
す
が
、
「
揚
げ
物
が

ダ
メ
な
ら
焼
け
ば
い
い
の
だ
」
と
気
づ
い
た
の
は
収
穫
で
し
た
。
そ
し
て
オ

ー
ブ
ン
で
焼
け
ば
フ
ラ
イ
パ
ン
よ
り
は
一
度
に
た
く
さ
ん
焼
け
ま
す
。
お
施

餓
鬼
前
に
、
試
し
に
作
っ
て
み
て
本
番
に
備
え
ま
し
た
。

鮎
と
ヤ
マ
メ
の
他
に
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
さ
つ
ま
い
も
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
し

ょ
う
が
、
グ
リ
ー
ン
ア
ス
パ
ラ
、
枝
豆
、
ゴ
ー
ヤ
、
き
ゅ
う
り
、
た
く
あ
ん

な
ど
皆
様
に
た
く
さ
ん
供
養
し
て
い
た
だ
き
、
ご
馳
走
が
並
び
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

長
寿
者
・
成
人
の
お
祝
い
の
品
を
、
菜
流
寺
で
は
お
施
餓
鬼
の
時
に
授
与

し
て
い
ま
す
（
秘
在
寺
で
は
春
彼
岸
法
話
の
会
）
、
今
回
菜
流
寺
で
は
大
村

良
一
さ
ん
が
百
歳
の
お
祝
い
の
表
彰
状
を
ご
自
身
で
受
け
取
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
米
寿
の
豊
泉
鉄
太
郎
さ
ん
は
ご
自
分
の
運
転
で
出
席
さ
れ
ま
し
た
。
す

ば
ら
し
い
で
す
ね
。

u

草
刈
り
お
礼

七
月
二
十
八
日
の
草
刈
り
に
ご
協
力
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

与
一
の
工
島
芳
郎
さ
ん
が
毎
年
い
ら
し
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、

逝
去
さ
れ
た
今
年
は
息
子
さ
ん
兄
弟
が
お
二
人
で
き
て
下
さ
い
ま
し
た
。
ま

た
町
外
の
方
に
お
茶
の
差
し
入
れ
な
ど
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

u

墓
地
移
転
説
明
会

九
月
二
十
九
日
（
日
）
午
後
一
時
半

施
餓
鬼
法
要
の
あ
と
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
が
、
八
月
末
現
在
で
移
転
希

望
者
数
が
二
十
七
件
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
移
転
事
業
の
実
施
を
正
式
に
決

定
致
し
ま
し
た
。
つ
き
ま
し
て
は
移
転
希
望
者
に
詳
し
い
説
明
会
を
行
い
ま

す
。
石
澤
石
材
様
立
ち
会
い
の
も
と
、
一
件
ず
つ
墓
地
を
見
て
再
利
用
す
る

物
、
し
な
い
物
を
確
認
致
し
ま
す
。
こ
の
日
に
参
加
で
き
な
い
方
は
、
後
日

個
別
に
説
明
会
を
行
い
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

◆

第
二
十
一
回
そ
ら
の
道
ま
つ
り

十
一
月
三
日

午
前
十
時
半

皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。



- 3 -

◆

第
六
回

し
ず
き
た
こ
だ
マ
ル
シ
ェ

主
催

郷
土
を
良
く
す
る
会

十
二
月
十
五
日
（
日
）
十
時
～
二
時

賎
機
北
小
運
動
場
（
雨
天

体
育
館
）

昨
年
か
ら
マ
ル
シ
ェ
と
名
前
を
変
え
ま
し
た
が
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
お

い
し
い
食
べ
物
、
野
菜
や
雑
貨
な
ど
皆
様
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
企

画
を
練
っ
て
い
ま
す
。
ご
家
族
や
お
友
だ
ち
な
ど
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご
来

場
下
さ
い
。
ス
タ
ッ
フ
一
同
心
か
ら
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

u

み
ち
ゆ
か
し

「
み
ち
ゆ
か
し
」
は
藤
枝
市
の
東
海
道
界
隈
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に

開
催
す
る
体
験
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
主
催
は
藤
枝
市
で
す
。

（
し
ず
お
か
中
部
連
携
事
業
）

秘
在
寺
も
縁
あ
っ
て
、
今
回
参
加
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
十
月
二
十
六
日
で
す
。

東
海
道
は
東
西
を
結
ぶ
、
交
通
の
要
と
し
て
の
『
道
』

こ
こ
に
は
様
々
な
人
や
物
だ
け
で
な
く

『
未
知
』
な
る
技
術
、
芸
術
、
思
想
が
行
き
交
う

中
で
も
宿
場
は
、
人
々
が
脚
を
留
め

未
知
な
る
も
の
が
交
流
し
、
混
ざ
り
合
い

新
た
な
文
化
が
生
ま
れ
る
基
盤
と
な
る

人
が
生
み
出
す
文
化
は
留
ま
る
こ
と
な
く
、

新
た
な
出
会
い
を
経
て
、
さ
ら
に
発
展
し
続
け
る
。

今
回
は
藤
枝
・
静
岡
・
島
田
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に

東
海
道
で
育
ま
れ
た
文
化
を
、
現
代
風
に
切
り
と
り

楽
し
い
に
『
満
ち
』
溢
れ
た

十
五
個
の
体
験
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
催
し
ま
す
。

「
み
ち
ゆ
か
し
」

～
古
道
で
出
会
う
お
も
し
ろ
き
こ
と
～

東
海
道
の
奥
深
さ
に
触
れ
る
体
験
へ

参加は事前予約制です。公式 Web サイトは
https://shizuoka-onpaku.jp/fujieda-michiyukashi/
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u

妙
心
寺
奉
仕
団
参

十
月
一
～
二
日

静
岡
東
教
区
第
一
部
主
催
の
奉
仕
団
参
で
す
が
、
秘
在
寺
か
ら
五
名
、
菜

流
寺
か
ら
四
名
参
加
し
ま
す
。
妙
心
寺
で
の
奉
仕
作
業
の
他
、
大
徳
寺
の
拝

観
を
し
ま
す
。

u

四
国
八
十
八
箇
所
巡
拝

十
二
月
二
～
五
日

第
一
回
の
四
国
遍
路
で
す
が
、
住
職
・
寺
庭
を
含
め

て
十
六
名
、
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ク
シ
ー
二
台
で
三
十
五
箇
所

の
霊
場
に
お
参
り
す
る
予
定
で
す
。

◆
カ
モ
シ
カ
出
現

八
月
二
十
日
の
こ
と
で
し
た
。

本
堂
北
側
の
洗
濯
干
し
場
に
行
っ
た
と

こ
ろ
、
カ
モ
シ
カ
が
た
た
ず
ん
で
い
て
び
っ
く
り
。
写
真
を
撮
り
た
か
っ
た

の
で
す
が
、
思
わ
ず
声
を
上
げ
た
ら
逃
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
以
前
お
墓
の

山
の
方
に
い
た
の
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
目
の
前
に
現
れ
た
の
に
は

さ
す
が
に
驚
き
ま
し
た
。
イ
ノ
シ
シ
や
サ
ル
は
目
の
前
で
見
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
至
近
距
離
で
の
カ
モ
シ
カ
は
初
め

て
で
す
。
栗
が
実
っ
た
た
め
か
、
建
物
の
そ
ば
の

堂
奥
橋
の
付
近
で
は
サ
ル
が
横
断
す
る
姿
が
た
び

た
び
見
ら
れ
ま
す
。
七
月
に
は
学
区
内
で
ク
マ
が

目
撃
さ
れ
た
そ
う
で
す
し
、
困
り
ま
す
ね
。

暑
か
っ
た
の
で
プ
ラ
ン
タ
ー

の
花
も
、
葉
が
焼
け
た
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
い
花
期
が
短

か
っ
た
で
す
。

ひ
ま
わ
り
と
エ
キ
ナ
セ
ア
。

こ
れ
は
私
が
撮
っ
た
写
真
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
こ
ん

な
感
じ
で
黒
く
て
ず
ん
ぐ
り

し
て
い
ま
し
た
。

庭 の 花

◆

今
川
さ
ん

今
川
義
元
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
川
復
権
ま
つ
り
が
五
月
三
～
六
日

に
駿
府
城
公
園
で
行
わ
れ
、
五
月
十
九
日
に
は
臨
済
寺
で
合
同
法
要
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

桶
狭
間
の
戦
い
に
お
い
て
、
二
万
五
千
と
い
う
大
軍
を
擁
し
な
が
ら
、
わ

ず
か
二
千
の
織
田
信
長
に
敗
れ
て
し
ま
っ
た
今
川
義
元
。
そ
の
強
烈
な
イ
メ

ー
ジ
ば
か
り
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
長
い
あ
い
だ
世
間
か
ら
「
公
家
か

ぶ
れ
の
凡
将
」
と
揶
揄
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
義
元
は
「
海
道
一
の

弓
取
り
（
東
海
道
で
最
も
強
い
武
将
）
」
と
言
わ
れ
、
当
時
の
戦
国
大
名
の

中
で
は
文
句
な
く
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
才
覚
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
桶
狭
間
で

の
敗
北
を
も
っ
て
そ
の
業
績
や
人
格
ま
で
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
間
違
い

で
す
、
と
今
川
義
元
公
生
誕
五
百
年
祭
推
進
委
員
会
委
員
長
の
小
和
田
哲
男

氏
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
。
と
い
う
わ
け
で
、
今
川
義
元
公
の
功
績
を

再
評
価
し
て
そ
の
汚
名
を
返
上
し
た
い
と

今
川
さ
ん
製
作
委
員
会
が
発
足
、

「
今
川
さ
ん
」
を
ご
当
地
キ
ャ
ラ
と
し
て
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
そ
れ
が
こ
の

イ
ラ
ス
ト
で
す
。
泣
い
て
い
る
の
は
桶
狭
間
の
戦

い
（
一
五
六
〇
）
で
織
田
信
長
に
敗
れ
て
以
来
、

四
百
年
以
上
も
世
間
か
ら
「
阿
呆
」「
公
家
か
ぶ
れ
」

と
バ
カ
に
さ
れ
て
き
た
の
が
悔
し
い
か
ら
だ
そ
う

で
す
。

駿
府
、
現
在
の
静
岡

市
は
、
義
元
公
を
中
心

と
し
た
「
今
川
時
代
」

と
家
康
公
の
「
大
御
所
時
代
」
に
大
き
く
繁
栄
し

ま
し
た
。
秘
在
寺
が
で
き
た
の
も
こ
の
今
川
の
時

代
で
、
開
山
様
は
今
川
家
の
軍
師
、
雪
斎
長
老
（
太

原

崇
孚

た
い
げ
ん
そ
う
ふ
）
で
す
。

今
川
さ
ん
の
焼
き
印
を
押

し
た
、
こ
ん
な
ど
ら
焼
き
を

お
供
物
と
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。


