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稲
穂
も
夏
の
日
差
し
を
浴
び
て
、
青
々
と
た
く
ま

し
く
育

っ
て
い
ま
す
。

日
進
桜
楓
霊
苑
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ

健
勝
に
お
過
こ
し

の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。早

い
も
の
で
、
日
進
桜
楓
霊
苑
は
、
開
苑
以
来
１６

年
が
経
ち
ま
し
た
。
以
前
、
同
霊

苑
の
あ

っ
た
場
所
は
段
々
畑
で
、

と
て
も
景
色
が
良
く
、
そ
の
周
辺

に
は
柿
や
栗
の
木
が
植
わ

っ
て
い

ま
し
た
。

龍
谷
寺
三
十
六
世
得
道
芳
髄
大

和
尚
は
、
こ
の
場
所
を
墓
地
に
造

成
す
る
こ
と
に
決
め
、
日
々
、
段
々

畑
を
歩
き
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
指

示
し
な
が
ら
、
現
在
の
日
進
桜
楓

霊
苑
の
基
礎
を
造
り
ま
し
た
。

平
成
６
年
、
日
進
に
市
制
が
敷

か
れ
、
人
口
の
増
加
が
加
速
し
た

こ
ろ
で
す
。

得
道
芳
髄
大
和
尚
は
当
時
、
大

本
山
線
持
寺
副
貫
首
、
岩
手
県
水

沢
市
の
正
法
寺
、
埼
玉
県
大
宮
市

の
東
光
寺
の
住
職
を
し
て
お
り
、

多
忙
を
極
め
て
い
ま
し
た
。

愛
知
県
や
地
域
の
方
と
の
折
衝
や
墓
地
申
請
の
手

続
き
が
遅
れ
、
し
か
も
工
事
は
な
か
な
か
は
か
ど
ら

な
か

っ
た
た
め
、
「龍
谷
寺
に
お
金
を
貸
し
て
あ
げ
る

か
ら
、
早
く
墓
地
を
整
備
し
て
く
だ
さ
い
」
と
申
し

出
る
方
も
い
る
ほ
ど
で
し
た
。

平
成
８
年
７
月
１
日
、
よ
う
や
く
開
苑
に
こ
ぎ
着

け
ま
し
た
。
第
１
、
第
２
、
第
５
ブ

ロ
ッ
ク
も
皆
様

に
こ
利
用
い
た
だ
き
、
そ
の
後
平
成
１５
年
に
第
４
ブ

ロ
ッ
ク
、
平
成
２３
年
に
第
３
ブ

ロ
ッ
ク
を
整
備
し
ま

し
た
。

朝
夕
と
お
墓
参
り
に
来
ら
れ
る
方
も
増
え
、
春
彼

岸
、
お
盆
、
秋
彼
岸
に
は
沢
山
の
方
々
で
大
変
賑
わ

っ
て
い
ま
す
。

得
道
芳
髄
大
和
尚
は
平
成
１０
年
１
月
２２
日
、
曹
洞

宗
管
長
と
な

っ
た
日
、
遷
化
い
た
し
ま
し
た
。
現
在

の
日
進
桜
楓
霊
苑
の
に
ぎ
わ
う
様
子
を
見
た
ら
、
き

っ
と
眼
を
う
る
ま
せ
て

「よ
か

っ
た
な
！
」
と
言
う

こ
と
で
し

ょ
う
。

お
盆
が
や

っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
家
庭
で

先
祖
を
敬
う
大
切
な
日
本
な
ら
で
は
の
行
事
で
す
。

み
な
さ
ま
の
現
在
が
あ
る
の
は
、
こ
自
分
の
力
だ

け
で
は
な
く
、
先
祖
が
あ
り
、
今
の
む
自
分
が
あ
る

の
で
す
。

曹
洞
宗
で
は
、
脚
下
昭
顧

（き
ゃ

っ
か
し

ょ
う
こ

・
足
元
を
見
よ
）
と
言
い
ま
す
。
お
盆
の
行
事
を
家

族
で
行
う
こ
と
で
、
こ
先
祖
様
に
感
謝
の
気
持
ち
を

届
け
た
い
も
の
で
す
。



釈
迦
や
昔
の
高
僧
、
先
祖
を
祀
る

た
め
に
行
う
年
中
行
事

「お
盆
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
の
年
中
行
事
の
な
か
で
も
、
最
も
広
く
親

し
ま
れ
、
日
本
人
の
生
活
に
根
づ
い
て
い
る
行
事
の

一
つ
で
す
。
正
式
に
は
「孟

蘭
盆
会

（う
ら
ぼ
ん
え
と

と
い
い
ま
す
。

「孟
蘭
盆
」
と
は
、
イ
ン
ド
の
古
い
言
葉
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

（梵

語
）
で
、
逆
さ
吊
り
の
苦
悩
を
意
味
す
る

ｕ
ｌ
ｌ

ａ
ｍ
ｂ

ａ
ｎ
ａ
に
漢
字
を
当

て
た
も
の
で
、
も
と
も
と

「孟
蘭
盆
経
」
と
い
う
お
経
に
出
て
く
る
仏
説
に
由

来
す
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

釈
迦
の
高
僧
の
１
人
で
あ
る
目
連
は
、
地
獄
の
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
飢
え
と
渇

盤 1ナスに報 を利 して馬

と牛をつ くる。先機の霊力潟 に乗

つて早 く帰つてきて、年に乗って

ゆっくりあの社に戻っていくよう

にとの願いを込めたもの。

わ 子

竃夏ゝ驚:鷲とよ贔維
鰻 への供 え物 と考 え られている。

紫 陽花 (あ じさい )

日進市 の花 で もあ る「紫 陽花 Jは、毎年

龍谷寺 の西側参 道 に美 しい花 を咲かせ

ます 。ピ ンク 、青 、白 と さ ま ざ まな色 で

梅雨 の季節 に彩 りを添 えて くれ ます。

徴人の好物など

龍谷寺の植物

半夏生 (はん ιデっ しょう )

ドク ダ ミ科 の多年草。夏至 か ら数 えて 11

日目を暦 で「半 夏 生 Jと い い、この こ ろ に

花 を 付 け る た

め 、この 名 前 が

つ い た 植 物 。花

|こ渕生し藻 が 薩ョく

な り、花 よ り も

目立 ち 、化 粧 し

た よ うにみ える

の で 、「半 化 粧 J

と も 呼 ば れ ま

す 。龍 谷 寺 新 客

殿 の庭 に 自生 し

て い ます。7月 11

日、「半 夏 生 」の

日に 一 輪 、活 け

てみ ま した。

き
に
苦
し
ん
で
い
る

母
を
見
か
ね
、
釈
迦

の
教
え
に
従

っ
て
、

多
く
の
僧
を
招
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
い
馳
走

を
供
え
て
供
養
し
た

と
こ
ろ
、
母
を

地
獄
か
ら
救
い

出
す
こ
と
が
で

き
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
噺
か
ら
、
祖
先
の
霊
を
わ
が
家
に
迎
え
て
供
養
し
、
そ
の
功
徳
に
よ

っ

て
苦
し
な
の
世
界
か
ら
救
い
出
し
、
浄
土
に
送
り
返
す
孟
蘭
盆
会
の
行
事
が
生

ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は

「先
祖
の
霊
が
帰
る
」
と
い
う
古
く
か
ら
の
民
間
信
仰
と
、
仏
教

の
孟
蘭
盆
会
と
が
融
合
し
て
、
現
在
の
お
盆
の
か
た
ち
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

最
初
の
日
を

「迎
え
盆

（
お
盆
の
入
り
と
、
最
後
の
日
を

「送
り
盆

（
お
盆

の
明
け
ど

と
い
い
ま
す
。

今
年
も
次
の
よ
う
に

「龍
谷
寺
盆
施
餓
鬼
供
養
」
を
い
た
し
ま
す
。
皆
様
の

む
来
寺
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
日
時
　
平
成
Ｚ
年
８
月
１５
日

（水
）

午
前
８
時
３０
分
　
受
付
開
始

９
時
　
　
　
新
盆
施
餓
鬼
供
養

１０
時
３０
分
　
盆
施
餓
鬼
法
要

法
要
終
了
後
、
龍
谷
寺
十
穀
む
飯
を
先
着
３
０
０
名
様
に
振
舞
い
ま
す
。

今
年
も
猛
暑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
参
り
の
方
が
少
し
で
も
芯
地
よ
く

お
参
り
を
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
例
年
通
り
、
お
い
し
い
か
き
氷
の
振
る
舞

い
ま
す
。
そ
ろ

っ
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

龍
谷
寺
檀
家
の
方
に
は
、
お
盆
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
送
り
ま
す
。

こ
の
ほ
ど
日
進
桜
楓
霊
苑
第
３
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
龍
谷
寺
永
代
供
養
墓

「縁
」

を
建
立
し
ま
す
。

龍
谷
寺
永
代
供
養
墓

「縁
」
は
、
継
承
者
が
い
な
い
方
で
も
安
心
し
て
納
骨

い
た
だ
け
ま
す
。
龍
谷
寺
で
は
、
三
十
三
回
忌
ま
で
責
任
を
持

っ
て
供
養
を
い

た
し
ま
す
。

春
、
秋
、
お
盆
な
ど
の
法
要
に
は
、
自
由
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

生
前
の
お
申
し
込
み
も
お
受
け
い
た
し
ま
す
。

納
骨
は
３０
万
円
か
ら
む
相
談
に
応
じ
ま
す
。

永
代
供
養
料

の
み
で
、
永
代

使
用
料
、
管
理

料

は

不

要

で

す
。詳

し
い
こ
と

は
、
９
月
中
旬

か
ら
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

精霊翻の飾り方



名
古
屋
市
東
部
、
日
進
市
の
中
心

に

「日
進
桜
楓

（お
う
ふ
う
）
霊
苑
」

が
あ
り
ま
す
。
小
高
い
緑
の
丘
陵
に

建
つ
霊
苑
は
、
春
は
桜
、
秋
に
は
楓

が
舞
う
と
こ
ろ
か
ら

「日
進
桜
楓
霊

苑
」
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

お
寺
と
な
る
龍
谷
寺
は
、
開
創

５
０
０
年
を
超
え
る
と
い
う
曹
洞
宗

の
名
刹
。
開
基
は
、
藤
原
則
武
と
伝

え
ら
れ
、
そ
の
後
三
州
篠
原
永
沢
寺

３
世
心
月
宗
光
大
和
尚
が
三
州
の
城

主

・
渡
辺
守
綱
の
助
力
を
得
て
、
伽

藍
を
整
備
し
、
当
代
の
住
職
、
成
田

隆
真
で
３８
世
と
な
り
ま
す
。

当
寺
の
３６
世
は
、
曹
洞
宗
管
長
と

横
浜
市
鶴
見
に
あ
る
曹
洞
宗
大
本
山

総
持
寺
の
貫
主
を
務
め
ま
し
た
。

す
で
に
約
８
０
０
基
の
お
墓
が
建

立
さ
れ
、
南
面

一
列
タ
イ
プ
の
新
区

画

「第
３
ブ
ロ
ッ
ク
」
が
昨
年
２
月

よ
り
好
評
発
売
中
で
す
。
ぜ
ひ

一

度
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

墓
石
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

し
ま
す

墓
石
の
水
垢
汚
れ
や
文
字
の
ペ
イ

ン
ト
の
剥
が
れ
、
ス
テ
ン
レ
ス
部
材

な
ど
気
に
な
る
方
は
、
現
地
案
内
所

に
０
相
談
く
だ
さ
い
。
水
垢
取
り
、

ペ
イ
ン
ト
の
塗
り
替
え
等
、
お
見
積

も
り
い
た
し
ま
す
。

一
霊
苑
こ
利
用
者
へ
の

お
願
い

住
所
の
変
更

・
名
義
人
の
変
更
な

ど
が
あ

っ
た
場
合
、
届
出
書
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
納
骨
時
に
も
届
出
書
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
現
地
案
内
所
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

,わ予枚距電‐詩
期 間  8月 11日 ～ 15日
金額  2,000円 (税込 み )

※線香 、ロ ーソク、マ ッチ は
む用意下 さい。

お参り前日の午前中までにご予約ください。

― 撻 洗いセットを販売一
日進 桜 楓 霊 苑 で は、「お墓 洗 いセ ッ ト」を販 売 し

ます。 このセ ットは、 パ ワ ーク ロス、 花筒 洗 い用
バ ー、強 力水 アカ取 りの 3点。

お墓 の花 筒 、花 立 てのヌ メ リには、 花筒 洗 い用
バ ー (発砲 スチ ロ ール製 )の 先 にパ ワ ーク ロス を

巻 きつ け、 輸 ゴム で止 め、

洗 つて くだ さい。 水 鉢 の 汚

れ は、 パ ワ ーク ロス、 強 力

水 アカ取 りで、水 垢 は強 力

水 ア カ取 りで落 と します 。

環 境 を汚 さず 、 石 を傷 つ

けず、水 だ け で OK。 簡 単、

便 利 なセ ットです。1,000円
(税込 み )。 現 地 販 売 所 で販

ク可五〇 10,000円

お う  S、 う

陽口こ薇楓壼´



龍
谷
寺
年
間
予
定

機
篠

【平
成
２４
年
】

８
月
１５
日

（水
）
盆
大
施
餓
鬼
会
　
１０
時

初
盆
供
養
　
９
時
集
合

９
月
２２
日

（土

・
祝
）
秋
分
の
日

秋
の
彼
岸
施
餓
鬼
会

１１
月
２３
日

（金
）
水
子
供
養
会
　
１３
時
受
付
開
始

‐３
時
３０
分
供
養
会
開
始

‐２
月
３‐
日

（月
）
除
夜
の
鐘
打
鐘
　
２３
時
３０
分
か
ら
受
付
。
甘
酒

振
る
舞
い
有
り
。

打
鐘
の
方
に
は
幸
福
だ
る
ま
進
呈
。
お
守
り

。

絵
馬
も
あ
り
ま
す
。

【平
成
２５
年
一

１
月
１
日

（火

・
祝
）
元
旦
祈
祷

１
月
１
日

・
２
日

・
３
日
　
年
始
挨
拶
　
法
事
申
し
込
み
受
付

１
月
１４
日

（月

・
祝
）
成
人
の
日

大
般
若
祈
祷
　
１０
時
　
国
家
安
寧
と
す
べ
て
の

人
々
の
幸
せ
を
祈
る
大
法
要
で
す
。
龍
谷
寺
大
般

若
経
６
０
０
巻
を
転
読
し
ま
す
。
龍
谷
七
福
神
参

り
。
寺
で
は
大
根
と
結
び
昆
布
を
炊
き
、
皆
様
に
振

る
舞
い
ま
す
。
そ
し
て
、琴
の
演
奏
も
あ
り
ま
す
。

２
月
１５
日

（金
）
涅
槃
会

お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に
な

っ
た
日
。
２
月

の
初
め
か
ら
龍
谷
寺
寺
宝

「涅
槃
図
」
（江
戸
時
代

應
信
作
）
を
龍
谷
寺
本
堂
に
か
け
ま
す
。
ど
う
ぞ

お
参
り
く
だ
さ
い
。

４
月
１３
日

（土
）
第
１５
回
芳
桜
茶
会

今
回
で
１５
回
目
を
向
か
え
る
芳
桜
茶
会
。　
一
服

の
お
茶
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
２
月
こ
ろ
よ
り

お
茶
券
を
準
備
し
ま
す
。

龍
谷
寺
の
水
子
観
音
様
は
境
内
南
側
の
道
路
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
お
祀
り
し

て
あ
り
、
い
つ
で
も
む
自
由
に
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
、
年
に
１

度
の
水
子
様
の
供
養
を
行
い
ま
す
。

心
の
中
に
薄
縁
の
水
子
様
の
事
が
気
に
な

っ
て
い
る
方
、
色
々
な
事
情
で
供

養
で
き
ず
に
い
る
方
に
は
、
ぜ
ひ
供
養
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

日
　
時
　
Ｈ
月
２３
日

（金

・
祝
）
午
後
１
時
受
付
開
始
、
午
後
１
時
３０
分
供
養

開
始

志
納
料
　
５
０
０
０
円

１
回
向
証
（供
物
を
お
渡
し
し
ま
す
）

宗
旨
、
宗
派
に
関
係
な
く
む
供
養
を
し
た
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
個
人
で
む
供
養
を
希
望
さ
れ
る
方
は
龍
谷
寺
へ
直
接
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
８
０
５
６
１
（
７２
）
０
０
１
２

■
梅
花
流
詠
讃
歌
教
場

曹
洞
宗
梅
花
流
詠
讃
を
龍
谷
寺
本
堂
新
客
殿
に
て
稽
古
を
し
て
い
ま
す
。
む

詠
歌
の
言
葉
１
つ
ひ
と
つ
が
心
に
染
み
入
り
、
梅
花
流
詠
讃
歌
な
ら
で
は
の
感

動
が
あ
り
ま
す
。

日
時
　
毎
月
１
回
午
後
１
時

講
師
　
梅
花
師
範
　
富
尾
知
恵
尼

■
芳
桜
会
書
道
教
室

楷
書
、
行
書
、
か
な
な
ど
幅
広
く
０
指
導
い
た
だ
け
ま
す
。

毎
月
書
泉
に
て
級
段
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
時
　
毎
週
土
曜
日

（１０
時
～
１２
時
、

１４
時
～
１７
時
）

場
所
　
龍
谷
寺
本
堂
下
新
客
殿

講
師
　
安
藤
霜
秋
先
生

月
謝
　
３
千
円

■
芳
桜
会
茶
道
教
室

毎
週
土
曜
日

（
１３
時
～
１７
時
）
、
龍
谷
寺
茶
室

「心
月
庵
」
に
て
表
千
家
の
茶

道
を
学
ん
で
い
ま
す
。
講
師
は
、
恒
川
宗
裕
先
生
で
楽
し
く
教
え
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

１
回
　
２
千
円

※
各
教
室
と
も
詳
し
く
は
、
龍
谷
寺
８
０
５
６
１

（
７２
）
０
０
１
２
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

写
経
と
は
、
ま
だ
印
刷
技
術
が
な
か

っ
た
時
代
に
、

僧
侶
た
ち
が
教
え
を
学
ぶ
た
め
に
経
典
を
自
分
で
書
き

写
す
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
写
経
は

熱
心
な
信
仰
心
を
具
体
的
な
形
に
す
る
こ
と
で
も
あ
り

ま
し
た
。

現
在
で
は
、　
一
般
の
人
々
が
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し

て
、
ま
た
は
願
い
や
誓
い
を
込
め
て
写
経
を
行
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

写
経
を
す
る
こ
と
は
、
め
ま
ぐ
る
し
い
日
常
の
生
活
の
な
か
で
姿
勢
を
た
だ

し
、
雑
念
を
取
り
去
り
、
自
分
を
見
つ
め
な
お
す
良
い
機
会
と
な
り
、
心
が
穏

や
か
に
静
ま
り
ま
す
。
ま
た
知
恵
や
ア
イ
デ
ア
も
わ
い
て
き
ま
す
。
現
代
人
に

と

っ
て
最
も
必
要
な
こ
と
は
、
何
も
か
も
忘
れ
て
没
頭
し
、
静
か
な
時
間
を
作

る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

写
経
は
誰
に
で
も
す
ぐ
取
り
組
め
ま
す
。
宗
派
や
宗
旨
に
こ
だ
わ
ら
ず
、　
一

文
字
、　
一
文
字
を
て
い
ね
い
に
書
き
写
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

龍
谷
寺
で
は
、
毎
月
第
３
金
曜
日
１
時
か
ら
龍
谷
寺
本
堂
下
客
殿
で
写
経
会

を
行

っ
て
い
ま
す
。

ど
な
た
で
も
、
い
つ
か
ら
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
皆
様
の
参
加
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

持
ち
物
　
硯
、
筆
、
毛
筆
を
書
く
時
の
下
敷
き
、
文
鎮
、
写
経
用
紙
。
お
手
本

は
お
寺
に
あ
り
ま
す
。

今
年
の
開
催
は
次
の
通
り
で
す
。

●
９
月
２‐
日

・
１０
月
１９
日

・
Ｈ
月
１６
日

ｏ
ｌ２
月
２‐
日

●
平
成
２５
年
１
月
１８
野

・
２
月
１５
日

ｏ
３
月
１５
日

摯
‐
を
―
め

す.す.め


