
   

「
お
彼
岸
の
施
食
会
」
に
つ
い
て 

    

い
つ
も
お
寺
の
法
要
に
お
参
り
く
だ
さ
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。 

  

今
秋
の
「
お
彼
岸
法
要
」
に
つ
い
て
で
す
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、

以
下
の
よ
う
に
予
定
し
て
い
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
京
都
府
は
、
九
月
十
二
日
ま
で
の
緊
急
事
態
宣
言
中

で
あ
り
、
今
後
の
状
況
も
、
ま
だ
見
通
し
に
く
い
と
こ
ろ
で
す
。 

  

そ
の
こ
と
を
鑑
み
、
九
月
二
十
三
日
（
木
）
の
お
彼
岸
法
要
に

つ
い
て
、 

十
二
日
ま
で
の
緊
急
事
態
宣
言
が 

 

「
延
長
さ
れ
な
い
場
合
」 

 
 

い
つ
も
の
通
り
の
、
み
な
さ
ま
に
お
出
で
頂 

 
 

て
の
法
要
を
い
た
し
ま
す
。 

 

「
延
長
さ
れ
た
場
合
」 

 
 

み
な
さ
ま
に
お
出
で
頂
く
こ
と
を
中
止
し
、 

 
 

お
寺
の
者
だ
け
で
法
要
を
行
い
ま
す
。 

以
上
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
「
東
運
寺
ホ
ー
ム 

ペ
ー
ジ
」
や
「
公
式
ラ
イ
ン
」
で
も
お
知
ら
せ 

い
た
し
ま
す
。 

ご
不
明
な
と
き
は
、
ど
う
か
ご
遠
慮
な
く
、 

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
ま
せ
。 
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今
年
の
お
盆
の
お
参
り
も
、
ぶ
じ
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
お

迎
え
く
だ
さ
っ
た
み
な
さ
ま
に
は
、
あ
ら
た
め
て
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

思
わ
ぬ
豪
雨
に
被
災
さ
れ
た
み
な
さ
ま
に
は
、
謹
ん
で
お 

見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
早
い
復
旧
が
な
さ
れ
ま
す
よ
う
祈
っ
て

お
り
ま
す
。 

 

昨
夏
は
「
来
年
に
な
れ
ば
」
と
考
え
て
い
た
、
コ
ロ
ナ
禍
の
収

束
も
か
な
わ
ず
、
ま
た
「
来
年
に
な
れ
ば
」
と
、
願
っ
て
い
る
よ

う
な
毎
日
で
す
。 

 

い
ち
ば
ん
恐
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
辛
さ
の
中
で
、
誰
か
を
理

不
尽
に
攻
撃
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
の
人
そ
の
人
に
よ
っ

て
、
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
怒
り
は
、
自
分
自
身
も
深
く
傷
つ
け
ま
す
。
一
時
の
激
し

い
感
情
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
少
し
落
ち
着
い
て
、
今
の
最
善
を
探
れ

る
日
々
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
祈
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
た
め
に
も
、
ど
う
か
身
心
お
気
を
つ
け
て
お
過
ご
し
下
さ

い
ま
せ
。 

住
職
の
息
子
た
ち
二
人
が
、
大
本
山
永
平
寺
に
上
山
し
て
、
は

や
半
年
と
な
り
ま
し
た
。 

 

永
平
寺
に
は
、
大
小
合
わ
せ
て
二
十
近
い
部
署
（
寮
舎―

り
ょ

う
し
ゃ
、
と
言
い
ま
す
）
が
あ
り
ま
す
。
小
さ
い
と
こ
ろ
で
は
二

～
三
名
、
大
き
い
と
こ
ろ
で
は
十
数
名
の
寮
員
が
い
て
、
永
平
寺

の
毎
日
を
動
か
し
て
い
ま
す
。 

  

そ
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
法
要
を
司
る
寮
舎
、
修
行
僧
の
食

事
を
作
る
寮
舎
、
参
拝
者
の
案
内
を
す
る
寮
舎
、
鐘
や
太
鼓
を
鳴

ら
す
寮
舎
な
ど
が
あ
り
、
お
よ
そ
三
ヶ
月
を
目
処
に
「
異
動
」
し

て
い
き
ま
す
。
一
年
い
れ
ば
、
四
つ
ほ
ど
の
寮
舎
を
経
験
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

  

現
在
、
一
人
は
食
事
を
作
る
寮
舎
、 

一
人
は
鐘
や
太
鼓
を
鳴
ら
す
寮
舎
に 

い
る
よ
う
で
す
。 

ど
れ
が
な
く
て
も
永
平
寺
は
成
り 

立
た
ず
、
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
て 

も
、
た
い
せ
つ
な
修
行
で
あ
る
こ
と 

に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
日
常
の 

く
り
返
し
の
中
に
こ
そ
悟
り
が
あ
る
、 

と
い
う
禅
の
基
本
を
叩
き
込
ま
れ
て 

い
る
最
中
で
す
。 

 


