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春
季
彼
岸
会 

平
成
29
年
３
月
18
日(
土)
に
、
太
陽
の
塔
桜

ヶ
丘
で
春
季
彼
岸
会
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
当
日

は
、
天
候
に
も
恵
ま
れ
多
く
の
会
員
様
が
ご
参

詣
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
法
要
に
先
立
っ
て
、
責
任

者
よ
り｢

太
陽
の
塔
桜
ヶ
丘
が
も
う
す
ぐ
２
年
を

む
か
え
、
多
く
の
会
員
様
を
む
か
え
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
に
感
謝
致
し
ま
す
。
今
後
と
も
末
永

く
会
員
様
に
安
心
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
施

設
と
な
る
よ
う
ス
タ
ッ
フ
一
同
一
丸
と
な
っ
て
、

邁
進
し
て
い
き
ま
す
。
」と
、
挨
拶
申
し
上
げ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
浄
土
真

宗
の
儀
礼
に
基
づ
き
太
陽

の
会
所
属
の
僧
侶
が
読
経
、

法
話
を
務
め
ま
し
た
。
法

話
で
は
、｢

お
彼
岸
っ
て

何
？
」と
い
う
単
純
な
疑

問
に
答
え
る
内
容
で
会
員

の
皆
様
へお
話
し
い
た
だ
き

ま
し
た
。｢

お
釈
迦
様
が
約

２
５
０
０
年
前
、
煩
悩
渦
巻
く
今
生
の
世
界
に
お

い
て
幸
せ
に
生
き
る
方
法
と
し
て
悟
り
を
開
か
れ

て
、
限
り
あ
る
苦
悩
の
世
界
か
ら
離
れ
て
求
め
ら

れ
る
の
が
彼
岸
で
す
。
浄
土
真
宗
を
は
じ
め
と
す

る
浄
土
教
の
教
え
で
は
、
私
た
ち
が
今
生
で
目
指

す
べ
き
悟
り
の
世
界
が
彼
岸
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀

様
の
西
方
極
楽
浄
土
を
い
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
は

今
生
で
の
悟
り
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と
、

経
と
し
て
極
楽
浄
土
へと
進
む
方
法
を
今
の
私
た

ち
に
残
さ
れ
ま
し
た
。
普
段
日
常
生
活
に
追
わ

れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ご
家
族
と
共
に
仏
様
に
手

を
合
わ
す
こ
の
お
彼
岸
を
大
事
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
」と
お
念
仏
の
尊
い
ご
縁
を
感
謝
す
る
私
た

ち
の
仏
教
に
対
す
る
心
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

今
回
の
春
季
彼
岸
会
か
ら
、
午
前
と
午
後
の

二
部
制
で
の
開
催
に
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
会
員

様
を
お
迎
え
出
来
る
こ
と
は
、
大
変
あ
り
が
た

く
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
仏
事
の
ご
参
加
心
よ
り

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

太
陽
の
塔 

桜
ま
つ
り 

４
月
２
日
（
日
）
に
桜
ま
つ

り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今

年
で
第
２
回
目
に
な
る｢

太

陽
の
塔 

桜
ま
つ
り
」
で
は
、

お
い
し
い
屋
台
が
出
店
さ
れ
、

お
で
ん
や
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
な

ど
来
て
い
た
だ
い
た
方
の
食

欲
を
刺
激
す
る
香
り
に
つ
つ

ま
れ
ま
し
た
。
新
鮮
な
野
菜

の
販
売
で
は
多
く
の
方
が
集

ま
り
季
節
の
野
菜
の
鮮
度
に

感
心
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
子
供
神
楽
や
太
鼓
の
演
奏
は
、
多
く
の
大

人
た
ち
の
歓
声
を
あ
び
て
穏
や
か
な
天
候
の
中
、

日
頃
の
練
習
成
果
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
て
集

ま
っ
た
方
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
今
後
も
、

会
員
様
、
地
域
の
方
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
行

事
を
開
催
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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花
ま
つ
り 

毎
年
４
月
８
日
は
、
お
釈
迦
様
の
誕
生
を
お
祝

い
し
て
多
く
の
寺
院
で
花
ま
つ
り
の
行
事
が
行
わ

れ
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
生
ま
れ
た
イ
ン
ド
で
は
、

仏
像
の
ま
わ
り
を
周
り
な
が
ら
礼
拝
す
る
行
道

や
神
輿
に
仏
像
を
乗
せ
て
、
行
列
を
組
ん
で
練

り
歩
く
と
い
う
よ
う
な
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
で
は
、
お
釈
迦
様
が
誕
生
さ
れ
た
姿
の

仏
像
を
花
見
堂
と
呼
ば
れ
る
お
堂
に
祀
り
、
甘

茶
を
か
け
る
作
法
で
、
お
釈
迦
様
の
ご
生
誕
を

お
祝
い
し
ま
す
。
甘
茶
を
か
け
る
由
来
は
、
お
釈

迦
様
が
誕
生
さ
れ
た
時
、
龍
神
が

喜
び
雨
を
降
ら
し
た
と
い
う
伝
説

に
由
来
し
て
い
ま
す
。
本
来
は
、
香

水
と
い
う
香
木
な
ど
で
煮
出
し
た

水
を
用
い
り
ま
す
が
、
昨
今
は
甘
茶
ヅ
ル
を
煮
出

し
た
も
の
を
多
く
の
寺
院
で
使
用
し
て
い
ま
す
。

甘
茶
ヅ
ル
で
赤
ち
ゃ
ん
の
頭
を
こ
す
る
と
健
や
か

に
成
長
す
る
と
い
う
伝
承
か
ら
広
く
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
、
太
陽

の
会
で
も
一
階
受
付
の
隣
に
お
釈
迦
様
を
お
祀

り
し
て
い
ま
す
の
で
、
気
づ
か
れ
た
方
は
是
非
一

度
、
甘
茶
を
か
け
て
お
参
り
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。 

仏
教
由
来
の
言
葉｢

油
断｣ 

 ｢

油
断
」
と
は
、
気
持
ち
が
ゆ
る
ん
で
、
う
っ
か

り
す
る
こ
と
な
ど
を
い
い
ま
す
。
と
あ
る
経
に
は
、

あ
る
王
様
が
家
臣
に
油
の
一
杯
入
っ
た
鉢
を
持

た
せ
て
一
滴
で
も
こ
ぼ
し
た
ら
命
を
絶
つ
と
言
い
、

後
ろ
か
ら
刀
を
持
っ
た
者
を
つ
い
て
行
か
せ
た
。

そ
の
こ
と
が｢

油
断
」の
語
源
に
な
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。 

他
に
は
、
行
灯
の
油
の
準
備
を
滞
っ
て
し
ま
い
、

明
か
り
が
消
え
、
夜
中
に
敵
に
や
ら
れ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
俗
説
も
あ
り
ま
す
。 

油
断
大
敵
と
い
う
言
葉
の
通
り
、
ち
ょ
っ
と
し

た
心
の
ゆ
る
み
か
ら
、
大
き
な
失
敗
や
事
故
に

繋
が
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
仕
事
、
家
庭
、
健

康
、
そ
の
他
、
多
く
の
事
柄
に
関
し
て
大
切
な
心

構
え
に
な
り
ま
す
。
あ
の
ウ
ォ
ル
ト
・ 

デ
ィ
ズ
ニ

ー
は
、｢

必
死
に
戦
っ
て
い
る
時
よ
り
も
、
上
手
く

い
っ
て
い
る
時
の
方
が
心
配
だ
。
順
調
な
と
き
は
、

突
然
何
か
が
台
無
し
に
な
る
の
で
は
、
と
気
に
な

っ
て
仕
方
が
な
い
」と
話
し
て
い
ま
す
。
人
生
日
々

の
戦
い
は
、
万
事
慎
重
を
重
ね
て
、
油
断
な
き
努

力
が
成
功
を
お
さ
め
る
秘
訣
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。 

｢

お
花
見｣

の
起
源 

お
花
見
の
起
源
は
と
て
も
古
く
、
特
に
桜
は
神

の
鎮
ま
る
場
所
と
さ
れ
、
供
え
物
を
し
て
、
豊
作

を
祈
り
、
宴
を
開
い
て
い
た
よ
う
で
す
。
古
来｢

お

花
見
」は
、
萩
の
花
か
ら
始
ま
り
奈
良
時
代
に
は
、

中
国
か
ら
来
た
梅
の
花
の
お
花
見
が
盛
ん
で
し
た
。

平
安
時
代
に
な
る
と
花
と
言
え
ば
桜
と
い
う
よ

う
に｢

古
今
和
歌
集｣

や｢

源
氏
物
語｣

で
も
桜
や

そ
の
宴
で
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。｢

花
さ
そ

ふ
比
良
の
山
風
ふ
き
に
け
り
漕
ぎ
行
く
舟
の
跡

み
ゆ
る
ま
で
」(｢

新
古
今
和
歌
集
よ
り｣)

こ
れ
は
、

琵
琶
湖
一
面
に
桜
の
花
弁
が
散
り
敷
い
て
い
る
上

を
漕
ぐ
舟
の
跡
に
は
、
花
弁
が
無
い
様
子
を
描
写

し
、
世
の
無
常
を
舟
の
跡
に
は
、

何
も
残
っ
て
い
な
い
と
喩
え
て

い
ま
す
。｢

お
花
見
」
は
、
ま
さ

に
散
り
ゆ
く
も
の
を
美
し
い
と

思
え
る
日
本
人
の
奥
床
し
き

心
に
通
じ
る
文
化
な
の
で
す
。

明
治
以
降
に
広
ま
っ
た
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
寿
命
を

む
か
え
各
地
で
桜
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
末
永
く
桜
を
楽
し
む
文
化
が
大

切
に
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。 
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正
念
の
徳 ト

ク

・
得 ト

ク

コ
ー
ナ
ー 

▽
不
実
の
こ
こ
ろ 

｢

ま
こ
と
の
心
」と
は
ど
ん
な
心
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
心
を
知
る
た
め
に
は
、
そ
の
反
対
の｢

不
実
の

心
」を
知
り
、
そ
れ
を
比
較
す
れ
ば
分
か
り
易
い

か
ら｢

不
実
の
心
」に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。｢

不
実

の
心
」と
は
、
「自
分
に
都
合
が
よ
け
れ
ば
く
っ
つ

く
、
自
分
に
都
合
が
悪
く
な
れ
ば
は
な
れ
る
心
」

を
い
う
の
で
あ
る
。
善
悪
に
よ
っ
て
か
わ
る
心
が

｢

不
実
の
心
」で
あ
る
。
例
え
ば
、
お
金
持
ち
に
な

れ
ば
、
親
類
が
多
く
な
り
、
人
の
出
入
り
が
激
し

く
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
々
に
も
て
は

や
さ
れ
て
い
た
富
豪
も
一
端
、
貧
乏
す
れ
ば
人
の

出
入
り
も
ぱ
っ
た
り
と
ま
り
、
親
類
さ
え
も
よ
り

つ
か
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
わ
ら
ぬ
神
に
た

た
り
な
し
、
と
よ
り
つ
か
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
分
の
都
合
の
善
い
時
に
は
、
く
っ
つ

き
都
合
が
悪
く
な
れ
ば
離
れ
て
し
ま
う
よ
う
な

心
の
持
ち
主
を
力
に
し
、
た
の
み
に
し
、
あ
て
に

し
て
い
て
幸
福
な
生
活
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

自
己
の
心
を
顧
み
て
考
え
て
み
る
と｢

不
実
の

心
」は
他
人
の
心
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
自
分
こ
そ
、

不
実
の
頭
で
あ
り
、
冷
血
の
極
み
で
あ
る
。
他
人

の
心
が
不
実
だ
と
思
っ
て
、
恨
ん
だ
り
、
攻
撃
し

て
い
た
が
、
こ
の
自
分
の
心
こ
そ
、
毎
日
善
悪
に
よ

っ
て
変
化
す
る｢

不
実
の
心
」こ
う
な
れ
ば
人
の
心

も
、
わ
が
心
も
あ
て
に
な
ら
な
い
心
で
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
今
こ
そ
親
鸞
聖
人
が｢

煩
悩
具
足
の

凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み

な
も
て
、
そ
ら
ご
と
、
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る

こ
と
な
し
」と
仰
せ
ら
れ
し
、
み
言
葉
が
身
に
し

み
て
味
あ
わ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

次
回
は｢

真
実
の
こ
こ
ろ
」で
す
。 

 

太
陽
の
会
僧
侶 

正
念 

 

樹
木
葬
お
と
め
座
オ
ー
プ
ン 

 
太
陽
の
塔
で
は
、
故
人
の
お
骨
を
お
送
り
い
た

だ
く
と
い
う
送
骨
の
方
法
で
も
樹
木
葬
に
よ
る

永
代
供
養
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
墓
の
管
理

を
残
さ
れ
た
ご
家
族
の
負
担
に
し
た
く
な
い
、
環

境
の
良
い
自
然
の
中
で
眠
り
た
い
な
ど
、
樹
木
葬

を
選
ば
れ
る
方
々
の
様
々
な
思
い
に
私
た
ち
は

応
え
て
き
ま
し
た
。
供
養
に
関
す

る
こ
と
な
ら
実
績
豊
富
な
太
陽
の

塔
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

超
個
体
と
は 

超
個
体
と
は
、
多
数
の
個
体
か
ら
形
成
さ
れ
、

ま
る
で
一
つ
の
個
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る

舞
う
生
物
の
集
団
の
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
ア

リ
は
集
団
で
の
行
動
を
基
盤
と
し
て
い
ま
す
。

一
匹
で
の
行
動
は
、
力
を
発
揮
で
き
づ
、
集
団

の
中
で
お
互
い
の
役
割
を
き
め
て
、
集
団
の
中

で
そ
の
役
割
を
ま
っ
と
う
し
て
命
を
終
え
て
い

き
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
集
団
は
、
よ
り
大
き

い
集
団
へ
と
成
長
し
ま
す
。 

通
常
、
同
種
で
構
成
さ
れ
る
個
体
群
や
コ
ロ

ニ
ー
を
さ
し
ま
す
が
、
異
種
集
団
を
超
個
体
と

見
な
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

私
達
も
細
胞
レ
ベ
ル
で
い
う
と
、
こ
の
超
個

体
の
存
在
で
あ
り
、
私
た
ち
の
家
族
、
住
ん
で

い
る
地
域
、
会
社
、
社
会
に
い
た
る
ま
で
が
、

こ
の
超
個
体
と
い
う
考
え
方
に
あ
て
は
ま
り
ま

す
。
戦
時
中
や
、
災
害
時
な
ど
、
誰
か
の
為
に

自
ら
の
命
を
顧
み
ず
他
者
を
助
け
た
り
す
る
の

は
、
超
個
体
社
会
に
お
い
て
、
自
分
が
そ
の
社

会
の
一
員
だ
と
感
じ
て
い
れ
ば
、
自
然
に
利
他

的
な
行
動
を
と
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
宗
教

云
々
よ
り
も
周
り
と
自
分
の
関
係
の
認
識
が
大

き
い
と
思
い
ま
す
。 
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こ
れ
で
安
心
！
終
活
を
今
日
か
ら
始
め
る
方
法 

  

皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
普

及
協
会
代
表
・日
本
終
活
サ
ポ
ー
ト
協
会
理
事

の
赤
川
な
お
み
で
す
。
終
活
の
悩
み
を
解
決
す
る

た
め
の
終
活
講
座
、
終
活
相
談
、
終
活
井
戸
端
会

議
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

前
回
の｢

終
活
初
め
の
一
歩
」は｢
終
活
箱
の
見

直
し
を
」で
し
た
。
見
直
し
て
み
る
と
、
情
報
が
古

く
な
っ
て
い
た
り
、
気
持
ち
が
変
わ
っ
て
い
た
り
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
今
回
も
、
就

活
を
今
日
か
ら
始
め
る
た
め
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
を

お
伝
え
し
ま
す
。 

 

○
お
薬
手
帳
の
活
用 

今
日
か
ら
始
め
る
就
活
で
は
、｢

終
活
箱
の
活

用
」を
ご
提
案
し
て
い
ま
す
が
、
も
う
一
つ
す
ぐ

に
始
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て｢

お
薬
手
帳
の
活
用
」

を
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。 

お
薬
手
帳
は
皆
さ
ま
お
持
ち
で
す
か
。
２
０
１

６
年
４
月
か
ら
、
お
薬
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い
場

合
に
は
支
払
い
金
額
が
少
し
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
お
薬
手
帳
は
病
院
・薬
局
に
行
く
時
だ
け

し
か
使
わ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

○
お
薬
手
帳
に
必
要
事
項
を
記
入 

ま
ず
は
、
ご
自
身
の
お
薬
手
帳
を
開
い
て
み
て

く
だ
さ
い
。
最
初
又
は
最
後
に
個
人
の
情
報
を
記

入
す
る
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
は
こ
の
ペ

ー
ジ
に
記
入
を
し
て
い
ま
す
か
。
自
分
の
情
報
や

連
絡
先
の
他
、
余
白
に
は
就
活
箱
の
置
き
場
所

や
自
分
の
希
望
、
伝
え
た
い
情
報
を
メ
モ
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
お
薬
手
帳
は
、
使
い
終
わ
る
と
新

し
い
も
の
に
な
り
ま
す
の
で
、
定
期
的
に
見
直
し

て
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
エ
ン
デ
ィ
ン

グ
ノ
ー
ト
の
練
習
と
し
て
も
始
め
や
す
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

○
終
活
始
め
の
第
一
歩 

緊
急
時
、
災
害
時
、
ご
本
人
が

服
用
し
て
い
る
お
薬
の
情
報
が
大

切
で
あ
る
事
は
、
昨
今
の
大
震
災
の

経
験
か
ら
多
く
の
方
が
発
信
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
手
帳
に
少
し
書
き

足
し
て
、
ま
ず
は
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
の
練
習
を

始
め
ま
し
ょ
う
。 

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
方
、
ご
自
身
に
必
要
な

終
活
を
見
極
め
た
い
方
は
、
終
活
相
談
会
を
ご

活
用
く
だ
さ
い
。 

 

墓
じ
ま
い
・
改
葬
に
つ
い
て
② 

墓
じ
ま
い
と
は
、
様
々
な
理
由
か
ら
お
墓
の
管

理
が
出
来
な
く
な
っ
た
場
合
に
今
の
お
墓
を
処

分
す
る
事
で
、
最
近
メ
デ
ィ
ア
に
も
多
数
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

お
墓
の
継
承 

・お
墓
が
遠
方
の
た
め
、
お
子
さ
ん
が
墓
所
を
継
い
で
く

れ
る
か
不
安
。 

・お
墓
参
り
な
ど
で
、
子
供
た
ち
の
負
担
に
な
ら
な
い
よ

う
に
し
た
い
。 

・子
供
な
ど
お
墓
を
継
承
す
る
人
が
い
な
い
た
め
、
永
代

供
養
墓
への
改
葬
や
海
洋
葬
を
検
討
し
て
い
る
。 

・・・次
回
に
続
く
・・・ 

太
陽
の
会 

５
月
～
９
月
祭
祀
予
定 

○
親
鸞
聖
人
降
誕
会
法
要
及
び
合
同
供
養
祭 

 

開
催
日 

５
月
20
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
合
同
供
養
祭
及
び
法
座 

 

開
催
日
６
月
17
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
盂
蘭
盆
会 

 

開
催
日
８
月
12
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
秋
季
彼
岸
会
・
合
同
供
養
祭 

 

開
催
日
９
月
23
日
（
土
）
10
時
よ
り 


