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９
月

２
３
日
（
土
）

「
秋
季
彼
岸
会
」

１
３
時
３
０
分
か
ら

も
う
秋
の
お
彼
岸
の
時
期
が
や
っ
て

き
ま
す
ね
。
有
名
な
た
と
え
話
「
ヴ
ィ
ー

ナ
（
琵
琶
）
の
た
と
え
」
を
紹
介
。

お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
に
ソ
ー
ナ
と
い

う
弟
子
が
い
ま
し
た
。
彼
は
、
弦
楽
器

ヴ
ィ
ー
ナ(

東
ア
ジ
ア
で
の
琵
琶)

の
名

手
で
し
た
。
し
か
し
、
元
々
裕
福
な
家

で
両
親
に
甘
や
か
さ
れ
て
育
っ
た
た
め
、

自
分
の
足
で
歩
く
こ
と
を
せ
ず
、
そ
の

せ
い
で
足
の
裏
の
皮
が
ブ
ヨ
ブ
ヨ
に
弱
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

修
行
の
一
つ
に
「
経
行
」
と
い
う
も

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

の
が
あ
り
、
こ
れ
は
歩
き
な
が
ら
行
う

瞑
想
で
す
。
ソ
ー
ナ
は
他
の
修
行
者
と

同
じ
よ
う
に
経
行
を
す
る
の
で
す
が
、

足
の
裏
の
皮
が
ブ
ヨ
ブ
ヨ
で
あ
っ
た
た

め
、
す
ぐ
に
破
れ
て
血
が
噴
き
出
し
、

彼
の
修
行
場
は
血
だ
ら
け
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。

余
り
に
も
つ
ら
い
の
で
、
出
家
を
や

め
て
還
俗
し
よ
う
と
思
い
、
お
釈
迦
さ

ま
に
伝
え
に
行
き
ま
し
た
。
す
る
と
お

釈
迦
さ
ま
は
ソ
ー
ナ
に
「
そ
な
た
は
出

家
を
す
る
前
は
琵
琶
の
名
手
だ
っ
た
な
？
」

ソ
ー
ナ
が
「
は
い
」
と
答
え
ま
し
た
。

す
る
と
お
釈
迦
さ
ま
は
「
ソ
ー
ナ
よ
、

琵
琶
の
弦
が
張
り
す
ぎ
の
時
、
そ
の
琵

琶
は
弾
き
や
す
か
っ
た
り
、
良
い
音
を

奏
で
た
り
し
た
だ
ろ
う
か
？
」
と
聞
く

と
ソ
ー
ナ
が
「
い
い
え
」
と
答
え
ま
し

た
。
す
る
と
お
釈
迦
さ
ま
は
、
「
で
は
、

琵
琶
の
弦
が
緩
め
す
ぎ
の
時
、
そ
の
琵

琶
は
弾
き
や
す
か
っ
た
り
、
良
い
音
を

奏
で
た
り
し
た
だ
ろ
う
か
？
」
と
聞
く

と
ソ
ー
ナ
は
「
い
い
え
」
と
答
え
ま
し

た
。そ

こ
で
お
釈
迦
さ
ま
は
「
で
は
、
ソ
ー

ナ
よ
。
琵
琶
の
弦
が
張
り
過
ぎ
で
も
緩

め
す
ぎ
で
も
な
く
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
具

合
に
な
っ
て
い
る
時
、
そ
な
た
の
琵
琶

は
弾
き
や
す
か
っ
た
り
、
良
い
音
を
奏

で
た
り
し
た
だ
ろ
う
か
？
」
と
聞
く
と

ソ
ー
ナ
は
「
そ
の
通
り
で
す
」
と
答
え

ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
は
「
ソ
ー
ナ
よ
。

ま
さ
に
そ
れ
と
同
じ
こ
と
な
の
だ
。
度

を
超
し
た
精
進
は
心
を
昂
ら
せ
る
し
、

し
ょ
う
じ
ん

精
進
が
少
な
す
ぎ
れ
ば
懈
怠
を
招
く
の

け

た

い

で
あ
る
」

こ
の
た
と
え
話
は
お
釈
迦
さ
ま
の
教

え
「
中
道
」
を
説
明
し
た
お
話
で
す
。

で
は
、
中
道
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
？

中
道
と
は
「
怠
ら
ず
、
張
り
詰
め

ず
」
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
、
こ
れ
だ

け
の
説
明
だ
と
中
道
は
右
と
左
が
あ
る

と
き
、
真
ん
中
を
進
む
も
の
だ
と
誤
っ

て
解
釈
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は

「
中
庸(

ほ
ど
ほ
ど
）
」
と
い
う
考
え

で
あ
っ
て
、
仏
教
で
い
う
「
中
道
」
と

は
異
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
琵
琶
を
は
じ
め
、
ギ
タ
ー

や
三
味
線
な
ど
弦
楽
器
に
は
複
数
の
弦

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
弦
は
同
じ

で
は
な
く
「
太
い
」
か
「
細
い
」
か
の

違
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
考
慮
し

な
い
で
す
べ
て
同
じ
張
り
具
合
だ
と
良

い
音
は
出
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
弦
に

は
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
っ
た
張
り
具
合
が
あ

る
の
で
す
。
修
行
に
於
い
て
も
同
じ
で

あ
る
人
は
歩
く
瞑
想
が
合
っ
て
い
た
と

し
て
も
、
あ
る
人
に
は
座
っ
て
行
う
瞑

想
が
合
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
人

に
あ
つ
た
最
良
の
方
法
で
さ
と
り
へ
と

向
か
っ
て
歩
ん
で
い
く
の
は
仏
教
に
お

け
る
「
中
道
」
で
す
。

こ
れ
は
「
目
薬
と
胃
腸
薬
と
ど
ち
ら

正
し
い
か
」
と
い
う
問
い
に
よ
く
似
て

い
ま
す
。
答
え
は
言
わ
ず
も
が
な
、

「
目
の
病
気
の
人
に
は
目
薬
が
正
し
く
、

胃
腸
が
弱
っ
た
人
に
は
胃
腸
薬
が
正
し

い
」
の
で
す
。

仏
教
で
は
古
来
か
ら
こ
れ
を

「
応
病
与
薬
」(

そ
の
人
の
病
状
に
応

お
う
び
ょ
う
よ
や
く

じ
て
最
適
の
薬
を
与
え
る
）
と
言
っ
て
、

そ
の
人
に
合
っ
た
教
え
を
説
く
こ
と
を

お
釈
迦
さ
ま
は
大
事
に
さ
れ
て
き
ま
し

た
。た

だ
１
と
３
が
あ
る
時
、
２
を
取
る

よ
う
に
、
み
ん
な
が
み
ん
な
２
を
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
人
に
合
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の

悟
り
の
修
行
の
こ
と
を
「
中
道
」
と
は

い
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

掟
光
寺
だ
よ
り

じ

ょ

う

こ

う

じ
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琶
の
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と
え

中

道
と
は
な
に
か
？
・

ち
ゅ
う
ど
う


