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七月五日・六日施餓鬼法要
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十

ペ
ー
ジ

！

夏
の

増
大

号

四国へんろの仏たち

じょうぐぼだい げけしゅじょう

　仏教に「上求菩提、下化衆生」ということばがある。道端にたたずんで

旅人の安全を見守る下化衆生の野仏と、ほとけの道を求めて上求菩提のへ

んろたち。上求と下化の二つが備わって「ほとけ」といわれる。
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四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅

み
つ
わ
台
　
塩
月
　
髙
泰
さ
ん

（
一
班
に
参
加
）

　
正
月
圓
福
寺
新
年
懇
親
会
の
席
で
、

稲
田
さ
ん
、
菅
野
さ
ん
に
誘
わ
れ
、
焼

酎
の
勢
い
で
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
今
年
は
酉
年
六
回
目
を
迎
え
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
人
々
に
出
会
い
、
そ

の
人
達
に
支
え
ら
れ
、
今
だ
非
常
勤
な

が
ら
元
気
に
勤
め
る
事
の
で
き
る
体
を

く
れ
た
両
親
、
出
会
っ
た
皆
様
に
感
謝

し
、
又
、
昨
年
よ
り
お
寺
で
月
一
回
写

経
を
始
め
、
写
経
を
納
め
る
事
も
あ
り

参
加
し
ま
し
た
。

　
三
月
一
日
六
時
三
十
分
、
羽
田
第
二

タ
ー
ミ
ナ
ル
出
発
ロ
ビ
ー
一
番
時
計
の

下
集
合
、
総
員
十
名
。
天
気
晴
朗
、
し

ま
な
み
海
道
を
眼
下
に
見
な
が
ら
無
事

松
山
空
港
着
、
リ
ム
ジ
ン
に
て
松
山
駅

へ
。

　
一
日
目
は
五
十
一
番
札
所
石
手
寺
、

五
十
二
番
太
山
寺
、
五
十
三
番
円
明
寺

の
三
ヶ
寺
、
案
内
役
の
和
尚
さ
ん
が
市

内
電
車
一
日
乗
車
券
を
皆
に
配
布
し
、

遍
路
の
始
ま
り
で
す
。
道
後
温
泉
よ
り

石
手
川
に
沿
っ
て
石
手
寺
へ
。
初
め
て

の
事
な
の
で
、
石
手
寺
で
納
経
帳
と
さ

ん
や
袋
を
買
い
、
首
に
「
同
行
二
人
」

の
さ
ん
や
袋
を
か
け
る
と
、
遍
路
し
て

い
る
姿
に
四
国
の
人
々
も
挨
拶
し
て
く

れ
ま
し
た
。
和
尚
さ
ん
の
木
魚
に
合
せ

て
皆
で
般
若
心
経
を
唱
え
る
と
、
心
が

洗
わ
れ
る
思
い
で
す
。
石
手
寺
の
裏
山

を
通
っ
て
道
後
温
泉
へ
。
道
後
で
昼
食

を
。
伊
予
に
来
て
も
讃
岐
う
ど
ん
と
云

う
の
か
な
と
思
い
な
が
ら
本
当
に
美
味

第 八 回

四 国

あ る き

遍路の旅

　
第
八
回
あ
る
き
遍
路
の
旅
は
、
参
加
希

望
者
が
多
く
、
２
班
に
分
け
て
の
遍
路
旅

と
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
メ
イ
ン
に
据
え

て
い
た
「
横
峰
寺
」
は
、
昨
年
秋
の
台
風

被
害
で
、
遍
路
道
は
通
行
不
能
と
な
り
、

ほ
と
ん
ど
が
平
坦
な
道
と
甘
く
見
て
い
た

の
で
す
が･

･
･
｡

１班：平成17年3月1日（火）～3日（木）

２班：　　　　 3月5日（土）～7日（月）

五十一番石手寺から五十九番国分寺まで

石
手
寺
の
三
重
の
塔

◆
◆
◆
第
一
班
は
、
講
談
社
刊
行
の
「
週
間
四
国
遍
路
の
旅
」
の
取
材
を
受
け
、
そ
の
記
事
が
第
十
三
号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
◆
◆
◆
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し
い
地
元

の
う
ど
ん

を
頂
き
、

昼
食
後
、

一
草
庵
を

経
て
五
十

二
番
の
太
山
寺
へ
。

　
石
手
寺
か
ら
十
・
五
粁
、
本
当
に
初

め
て
の
道
は
遠
く
感
じ
ま
し
た
。
川
沿

い
に
道
標
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
も
足

は
短
い
が
、
歩
く
の
は
人
に
負
け
な
い

つ
も
り
で
し
た
が
、
和
尚
さ
ん
の
早
い

こ
と
。
太
山
寺
か
ら
遍
路
道
の
ミ
カ
ン

山
を
通
り
五
十
三
番
円
明
寺
へ
。
一
日

目
の
お
寺
の
お
参
り
を
終
っ
て
、
伊
予

和
気
駅
へ
。

　
Ｊ
Ｒ
予
讃
線
で
松
山
駅
に
着
い
た
時

か
ら
寒
気
が
し
て
、
体
が
熱
っ
ぽ
い
。

朝
の
一
日
乗
車
券
を
使
っ
て
皆
で
道
後

の
坊
ち
ゃ
ん
の
湯
へ
。
今
日
一
日
で
約

十
五
粁
以
上
は
歩
い
て
い
る
足
を
湯
場

で
マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
。
夕
食
は
昨
年
秋

の
時
に
皆
で
行
っ
た
店
ら
し
い
。
風
邪

の
様
で
、
酒
が
す
す
ま
な
い
。
ホ
テ
ル

で
は
武
さ
ん
と
同
室
で
、
寝
て
い
て
も

毛
布
を
掛
け
て
く
れ
た
り
、
本
当
に
親

切
に
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
二
日
目
は
五
十
四
番
延
命
寺
か
ら
五

十
八
番
仙
遊
寺
の
五
寺
の
お
参
り
で
あ

り
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
松
山
駅
か
ら
Ｊ
Ｒ
大
西

駅
へ
。
体
調
が
悪
く
、
出
る
時
重
ね
着

を
し
、
歩
い
て
い
る
と
汗
を
か
き
、
上

着
を
脱
ぐ
と
だ
ん
だ
ん
遅
れ
て
行
く
。

先
導
の
方
が
疲
れ
な
い
事
を
思
い
ま
し

た
。
五
十

五
番
南
光

坊
か
ら
五

十
六
番
泰

山
寺
、
五

十
七
番
栄

福
寺
迄
、

先
回
り
組

の

タ

ク

シ

ー

に

リ
ュ
ッ
ク
を
積
ん
で
も
ら
い
、
楽
に
歩

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
日
目
の

三
ヶ
寺
、
二
日
目
の
栄
福
寺
ま
で
の
道

は
市
街
地
で
舗
装
さ
れ
、
下
が
堅
く
、

結
構
疲
れ
る
事
が
解
り
ま
し
た
。
土
の

方
が
歩
き
良
い
様
に
思
わ
れ
ま
す
。
二

日
目
最
後
の
五
十
八
番
仙
遊
寺
は
作
礼

山
の
山
頂
に
有
り
、
石
段
の
登
り
が
一

番
苦
し
い
お
寺
で
し
た
。
お
寺
に
着
い

た
時
は
天
候
も
悪
く
な
り
、
下
界
は
何

も
見
え
ず
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
れ

ば
、
良
い
天
候
だ
っ
た
ら
遠
く
石
鎚
連

峰
、
瀬
戸
内
に
浮
か
ぶ
島
々
、
夜
は
今

大
将
軍
神
社
で

一
休
み

▲

太
山
寺
仁
王
門
前
に
坐
る
塩
月
さ
ん
。

木
々

の
ト
ン

ネ
ル
を

通
し
て

、
延

命
寺
の

大
師
堂

。

▲
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治
の

夜

景
が

素

晴
ら

し

い
と

書

い
て

あ

り

ま

す
。
夜
は
仙
遊
寺
の
宿
坊
に
。
風
呂
は

天
然
温
泉
で
食
事
は
精
進
料
理
で
し
た

が
、
体
調
が
思
わ
し
く
な
く
、
立
派
な

料
理
も
そ
こ
そ
こ
に
早
め
に
床
に
つ
か

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
三
日
目
は
朝
か
ら
冷
た
い
雨
で
す
。

五
時
半
に
起
床
し
、
朝
の
お
つ
と
め
、

住
職
の
説
教
を
聞
き
、
粥
の
朝
食
。
八

時
十
分
に
五
十
九
番
国
分
寺
に
向
か
っ

て
雨
の
中
を
出
発
し
ま
し
た
。
山
道
を

下
り
る
時
、
和
尚
さ
ん
の
腰
鈴
の
音
色

の
良
い
事
で
雨
も
苦
に
せ
ず

に
歩
く
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
三
月
の
初
旬
は
四
国

路
は
ま
だ
寒
い
。
手
袋
を

持
っ
て
い
て
良
か
っ
た
で

す
。
和
尚
さ
ん
は
素
足
に
草
鞋
。
ほ
と

ほ
と
感
心
し
ま
し
た
。
国
分
寺
を
お
参

り
し
た
後
、
雨
も
多
少
強
く
な
り
、
桜

井
駅
で
皆
で
協
議
し
、
私
の
体
調
を
考

え
て
く
れ
た
の
か
、
湯
の
浦
温
泉
に
行

く
事
に
な
り
、
六
十
一
番
香
園
寺
は
次

回
と
な
り
ま
し
た
。
寒
い
雨
の
中
を
歩

い
た
後
の
温
泉
は
最
高
の
気
分
に
な

り
、
昼
食
は
思
い
思
い
の
も
の
を
頂

き
、
一
休
み
し
て
桜
井
か
ら
松
山
駅

へ
。
和
尚
さ
ん
は
二
班
待
つ
べ
く
松
山

で
別
れ
、
私
達
は
リ
ム
ジ
ン
で
空
港

へ
。

　
自
宅
に
帰
っ
て
体
温
を
計
る
と
三
十

八
度
七
分
の
高
熱
。
で
も
皆
様
に
心
配

さ
せ
な
が
ら
も
三
日
間
歩
い
て
巡
っ
た

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅
、
初
日
に
道
後

で
風
邪
薬
を
買
っ
た
時
体
温

を
計
っ
て
い
た
ら
、
そ

の
時
か
ら
脱
落
し
て
ほ

ろ
苦
い
四
国
路
に
な
っ

て
い
た
の
を
思
う
と
、

皆
に
助
け

ら

れ

て

又
、
行
く

気

分

に

な
っ
て
い

ま
す
。
常

に
ジ
ョ
ギ

ン
グ
に
使

う
靴
な
の

に
、
帰
っ

て
足
を
見
る
と
、
人
指
し
爪
が
両
方
と

も
血
豆
と
な
っ
て
痛
く
は
な
い
の
に
、

と
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
か
に
日
頃

歩
い
て
な
い
か
痛
感
し
て
い
ま
す
。

　
次
回
秋
は
六
十
二
番
横
峰
寺
は
山
道

で
標
高
七
百
五
十
米
と
あ
り
ま
す
。
そ

れ
な
り
に
体
調
を
整
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
今
回
初
め
て
で
和
尚
さ
ん
を
始

め
、
皆
様
方
に
は
い
ろ
い
ろ
と
お
気
遣

い
お
世
話
に
な
り
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
次
回
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。

伊
予
桜
井
駅
で
つ
か
の
間
の
く
つ
ろ
ぎ
。

▲
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四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅

幸
町
　
小
貫
　
晃
さ
ん

（
二
班
に
参
加
）

　
三
月
五
日
、
愛
媛
の
天
気
予
報
は
、

季
節
は
ず
れ
の
「
雪
」
。
し
か
し
、
松

山
空
港
に
降
り
立
つ
と
予
想
は
は
ず
れ

て
「
快
晴
」
。
路
面
電
車
に
揺
ら
れ
て

道
後
温
泉
に
着
く
と
、
雲
水
姿
の
住
職

が
お
出
迎
え
。

　
市
街
地
を
歩
い
て
、
今
回
最
初
の
札

所
「
五
十
一
番
石
手
寺
」
に
着
く
と
、
参

道
の
両
側
に
小
さ
な
商
店
が
並
ん
で
お

り
、
飴
・
ハ
ケ
・
お
経
本
な
ど
を
売
っ
て

い
る
。
商
店
街
（
？
）
を
抜
け
て
、
山
門

の
と
こ
ろ
で
土
地
の
人
の
お
接
待
に

「
草
餅
」
を
い
た
だ
く
。

　

松

山

市

内

を

ほ

ぼ

真

西

に

向

か

っ

て

横

切
り
、
三
津

浜

駅

の

近

く
「
里
味
」
と
い
う
食
堂
で
昼
食
に
あ
り

つ
く
。
店
を
出
て
振
り
返
る
と
、
真
っ
黒

い
雲
が
迫
っ
て
き
て
い
る
。
ち
ら
ほ
ら

と
雪
も
落
ち
て
来
た
。
い
よ
い
よ
天
気

予
報
ど
お
り
に
雪
模
様
か
と
、
女
性
軍

は
コ
ン
ビ
ニ
に
カ
ッ
パ
を
買
い
に
走
っ

た
。
し
か
し
、
一
行
は
太
山
寺
に
近
づ
く

も
の
の
黒
雲
は
近
づ
い
て
来
ず
、
い
つ

の
ま
に
か
姿
を
消
し
、
も
と
の
快
晴
と

な
っ
て
い
た
。

　
よ
う
や
く
「
五
十
二
番
太
山
寺
」
の
入

り
口
に
辿
り
着
く
。
参
道
の
先
に
仁
王

門
が
見
え
た
が
、
そ
こ
か
ら
山
門
ま
で

四
百
五
十
ｍ
も
あ
り
、
広
大
な
敷
地
を

体
感
さ
せ
ら
れ
た
。

　
参
道
の
左
側
の
土
手
に
は
、
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
句
碑
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、

　「
道
ゆ
づ
る
　
人
を
拝
み
て
　
秋
遍
路
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
上
　
杏
史

　「
蒟
蒻
に
　
つ
つ
じ
の
名
あ
り
　
太
山
寺
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
岡
　
子
規

な
ど
の
句
が
印
象
に
残
っ
た
。

　
太
山
寺
を
後
に
し
、
東
に
向
か
う
と

五
十
三
番
円
明

寺
で
あ
る
。
大

師
堂
の
左
奥

に
、
マ
リ
ア
像

と
お
ぼ
し
き
石

像
あ
り
。
隠
れ

キ
リ
シ
タ
ン
と

道
後
温
泉

本
館
の
前

を
歩
く

。

▲
太
山

寺
仁
王
門
前
の

石
段
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い
う
説
あ
り
。

　
お
寺
を
後
に
し
て
、
伊
予
和
気
駅
に

着
く
。
ま
る
で
、
大
正
ロ
マ
ン
風
の
小
さ

く
、
し
ゃ
れ
た
駅
舎
。
全
員
で
記
念
写
真

を
パ
チ
リ
。

　
松
山
に
戻
り
、
今
日
の
宿
松
山
東
急

イ
ン
に
荷
物
を
置
く
な
り
、
道
後
温
泉

本
館
に
行
く
。
「
い
い
湯
だ
な
あ
。
」

　
夕
食
は
す
っ
か
り
お
な
じ
み
に
な
っ

た
一
番
町
の
「
八
久
茂
」
。
例
の
大
女
将

の
お
で
ま
し
と
な
っ
た
。

　
第
一
班
の
と
き
に
約
束
し
た
と
い
う
、

「
天
然
の
カ
キ
」
を
ご
ち
そ
う
に
な
る
。

こ
の
カ
キ
は
大
女
将
自
ら
が
海
に
い
っ

て
採
っ
て
き
た
も
の
だ
そ
う
だ
。
養
殖

の
カ
キ
や
、
千
葉
の
夏
ガ
キ
と
違
い
、
ま

た
、
大
女
将
の
態
度
と
違
っ
て
、
大
き
く

は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
小
指
ほ
ど
の
大
き

さ
で
あ
る
。
し
か
し
、
味
が
濃
く
、
甘
み

も
濃
厚
、
そ
し
て
プ
リ
プ
リ
し
て
い
る
。

殻
か
ら
身
を
と
る
の
は
た
い
へ
ん
だ
ろ

う
と
い
う
と
、「
指
先
の
細
か
い
作
業
だ

か
ら
、
私
は
ボ
ケ
な
い
の
！
」
と
威
勢
の

い
い
こ
と
ば
が
返
っ
て
き
た
。
ど
う
ぞ
、

お
元
気
で
・
・
・
。

　
三
月
六
日
、
二
日
目
。
六
時
半
か
ら
朝

食
。
柔
道
連
盟
の
行
事
が
あ
っ
た
よ
う

で
、
食
堂
は
大
柄
な
人
た
ち
で
埋
ま
っ

て
い
た
。

　
路
面
電
車
「
大
街
道
」
駅
で
、
電
車
を

待
っ
て
い
る
と
き
の
気
温
は
三
℃
。
か

な
り
冷
え
て
い
る
が
、
天
候
は
良
好
。

　
松
山
駅
か
ら
乗
っ
た
予
讃
線
は
、
ほ

ぼ
貸
切
状
態
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
日
曜

の
早
朝
で
あ
る
。
無
人
の
大
西
駅
で
降

り
て
、
そ
こ
か
ら
歩
き
で
あ
る
。
道
か
ら

は
ず
れ
た
と
こ
ろ
で
、
桜
を
見
る
。

　
五
十
四
番
延
命
寺
。
朱
色
の
仁
王
さ

ん
が
鎮
座
す
る
仁
王
門
を
く
ぐ
る
と
、

左
に
鐘
楼
、
山
門
を
く
ぐ
る
と
右
に
鐘

楼
と
、
鐘
楼
が
二
つ
も
あ
る
。
参
道
の
左

側
に
売
店
が
あ
り
、
売
店
と
並
ん
で
納

経
所
も
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
木
原
さ
ん
と
合
流
し
た
。
昨

晩
、「
八
久
茂
」
で
合
流
し
た
齋
藤
さ
ん

と
で
、
今
回
の
参
加
者
全
員
が
そ
ろ
っ

た
。
こ
れ

か
ら
わ
れ

わ
れ
歩
き

遍
路
は
、

瀬
戸
内
海

の
海
沿
い

へ
と
足
を

進
め
る
。

　
市
外
を

通
っ
て
次

の
お
寺
、

太
山

寺
山

門
前

の
石

段
に
集

合
し

て
・
・
・
。

▲

延
命

寺
を
出

発
し
て

、
今

治
に

向
か
う

。
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五
十
五
番
南
光
坊
に
着
く
。
別
宮
大
山

祇
神
社
の
隣
で
あ
る
。

　
巨
大
な
門
の
両
側
に
仏
様
が
祀
っ
て

あ
る
。
門
を
く
ぐ
っ
て
振
り
返
る
と
、
こ

ち
ら
に
も
仏
様
が
祀
っ
て
あ
る
。
二
王

と
二
王
で
「
四
王
門
」
か
？

　
四
王
門
？
を
く
ぐ
っ
た
右
側
に
大
き

な
大
師
堂
。
正
面
に
本
堂
、
本
堂
に
至
る

ま
で
の
右
側
に
金
比
羅
堂
、
薬
師
堂
と

続
く
伽
藍
で
あ
る
。

　「
一
竹
」
と
い
う
う
ど
ん
や
さ
ん
で
腹

ご
し
ら
え
を
済
ま
せ
、
三
十
分
ほ
ど
歩

く
と
五
十
六
番
泰
山
寺
。
石
段
を
登
る

と
正
面
が

庫
裏
、
そ
の

右
に
納
経

所
・
宿
坊
。

こ
の
二
つ

の
建
物
が

新
築
ピ
カ

ピ
カ
。
左
側

の
本
堂
と

右
手
前
の

大

師

堂

は
、
古
い

お
堂
。
こ

の
新
旧
の

コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
見

て
、
境
内

の
大
師
像

た
ち
は
何

を
思
う
か
・
・
・
。

　
参
道
下
に
戻
り
、
差
し
出
さ
れ
た
お

接
待
の
甘
酒
に
つ
ら
れ
て
、
茶
店
を
冷

や
か
す
。
ニ
ッ
キ
水
を
売
っ
て
い
る
。
高

知
の
種
間
寺
の
茶
店
で
ニ
ッ
キ
水
を
飲

ん
で
気
持
ち
悪
く
な
っ
た
こ
と
を
思
い

出
し
、
ニ
ッ
キ
水
に
は
手
を
出
さ
な
い

こ
と
に
し
た
。

　
田
ん
ぼ
の
あ
ぜ
道
を
通
り
、
市
街
を

抜
け
、
川
を
渡
っ
て
山
裾
に
着
く
。
目
の

前
の
山
を
越
え
て
五
十
七
番
栄
福
寺
を

目
指
す
。
そ
の
山
の
急
斜
面
に
へ
ば
り

つ
く
よ
う
に
、
急
な
石
段
が
山
頂
の
向

か
っ
て
伸
び
て
い
る
。
「
伊
加
奈
志
神

社
」
の
参
道
で
あ
る
。
石
段
を
数
え
な
が

ら
登
る
と
、
百
三
十
八
段
も
あ
っ
た
。
途

中
で
道
を
尋
ね
た
人
が
、「
き
つ
い
よ
。」

と
い
っ
た
の
も
う
な
づ
け
る
。
社
殿
の

前
で
小
休
止
。

　
社
殿
の
裏
手
か
ら
、
あ
ま
り
人
も

通
っ
て
い
な
い
落
ち
葉
に
埋
も
れ
た
道

を
歩
く
。
久
し
ぶ
り
に
山
中
の
遍
路
道

と
い
っ
た
感
で
あ
る
。
尾
根
伝
い
に
少

し
い
く
と
、
八
幡
神
社
に
出
る
。
境
内
か

ら
の
眺
望
が
す
ば
ら
し
い
。
は
る
か
今

治
市
街
を

望
み
、
そ

の
先
に
し

ま
な
み
海

道
の
島
を

結
ぶ
高
速

道
路
の
橋

が
う
ね
っ

て
い
る
。

南
光
坊
の

巨
大

な
大

師
堂
。

開
放
感
あ

ふ
れ
る
泰

山
寺
大
師
堂

。

▲

し
ま
な
み
海
道
の
絶
景
に
息
を
呑
む
。
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八
幡
神

社
の
石
段

を
下
り
る

と
、
左
側
に

栄
福
寺
が

静
か
に
佇

ん
で
い
た
。

大
師
堂
と

本
堂
の
背

後
に
竹
林

が
迫
り
、
風
に
揺
れ
て
い
る
。
ま
る
で
、

お
堂
も
黄
緑
の
新
緑
に
染
ま
り
揺
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
札
所
で
初
め
て
お
遍
路
の
集
団

に
会
う
。
ワ
ゴ
ン
車
２
台
、
境
内
ま
で
乗

り
込
ん
で
き
て
、
読
経
を
し
て
、
台
風
の

よ
う
に
さ
っ
さ
と
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
。

こ
ん
な
風
よ
り
は
、
竹
林
に
渡
る
風
の

方
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ

ん
な
風
を
感
じ
る
遍
路
の
方
が
い
い
に

決
ま
っ
て
い
る
。

　
五
十
八
番
仙
遊
寺
ま
で
の
あ
る
き
遍

路
は
、
仁
王
門
を
く
ぐ
っ
て
急
な
石
段

を
行
く
。
途
中
、
お
大
師
さ
ん
も
飲
ん
だ

と
い
う
霊
水
が
湧
い
て
い
る
。
わ
ざ
わ

ざ
ポ
リ
タ
ン
ク
を
持
っ
て
汲
み
に
来
る

人
も
い
る
。

　
急
な
石
段
を
登
り
き
る
と
、
大
師
像

が
迎
え
る
。
大
師
堂
の
左
の
階
段
を
上

が
る
と
、
は
る
か
山
並
み
が
見
え
る
。
四

国
山
地
の
笹
ヶ
峰
、
瓶
ヶ
森
、
そ
し
て
石

鎚
山
な
ど
が
そ
び
え
て
い
る
。
中
央
の

三
角
錐
の
山
は
、
ま
る
で
北
ア
ル
プ
ス

の
剣
岳
の
よ
う
だ
。
雪
を
冠
し
て
威
風

堂
々
と
し

て

い

る

。

石
段
を
下

り
て
、
本

堂
の
右
側

の
宿
坊
に

入
る
。
お

風

呂

は

、

地
下
六
百

ｍ
か
ら
汲

み
上
げ
た
と
い

う
天
然
鉱
泉
で

あ
る
。
風
呂
上

り
に
二
階
ホ
ー

ル
か
ら
見
た
夜

景
が
す
ば
ら
し

い
。
夕
食
は
、
精

進
料
理
。
み
か

ん
の
皮
の
て
ん
ぷ
ら
を
は
じ
め
て
食
べ

た
。

 

宿
坊
の
朝
は
早
い
。
五
時
四
十
五
分
か

ら
の
お
勤
め
と
、
三
十
分
の
お
話
を
聞

い
て
、
小
豆
粥
の
朝
食
。
八
時
前
に
出

発
。

　
川
辺
を
歩
き
な
が
ら
、
北
の
山
に
仙

遊
寺
の
宿
坊
を
仰
ぎ
見
る
。
川
辺
の
桜

は
ま
だ
開
花
し
て
い
な
い
。

　
五
十
九
番
国
分
寺
の
駐
車
場
に
托
鉢

し
て
い
る
僧
、
さ
ら
に
石
段
下
に
一
人

の
物
乞
い
が
坐
っ
て
い
た
。
今
日
は
日

こ
つ
じ
き
そ
う

差
し
が
強
く
暖
か
い
。
乞
食
僧
も
物
乞

い
も
、
天
気
が
悪
い
と
見
る
こ
と
は
な

栄
福

寺
本

堂
。

▲

犬
塚
池
の

下
を
仙
遊
寺
に

向
か
う

。

仙
遊

寺
で

ご
来

光
を

拝
む
。

▲



9

 圓 福 寺 報 第４４号

い
が
、
暖
か
さ
に
つ
ら
れ
て
出
て
き
た

か
。

　
石
段
を
登
る
と
正
面
に
本
堂
、
右
に

大
師
堂
。
大
師
堂
の
中
を
の
ぞ
く
と
お

大
師
さ
ん
は
見
え
ず
。
八
十
八
ヶ
所
札

所
の
お
大
師
さ
ん
は
、
恥
ず
か
し
が
り

や
が
多
い
よ
う
で
、
あ
ま
り
姿
を
見
る

こ
と
は
な
く
、
大
い
に
残
念
。

　
国
分
寺
か
ら
出
て
、
線
路
沿
い
の
田

ん
ぼ
道
を
歩
く
。
湯
ノ
浦
温
泉
の
道
の

駅
で
小
休
止
。
国
道
一
九
六
号
線
を
、
瀬

戸
内
海
に
沿
っ
て
歩
く
。

　
少
し
峠
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
越
え
る

と
、
正
面
に
雪
を
い
た
だ
く
石
鎚
山
が

そ
び
え
て
い
る
。
左
側
に
河
原
津
海
岸

の
海
岸
線
が
伸

び
て
い
る
。
絶
景

で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
海
岸
は
カ

ブ
ト
ガ
ニ
の
生

息
地
だ
と
い
う
。

　
河
原
津
の
町

に
入
り
、

同
行
の
木

原
さ
ん
の

お
姉
さ
ん

宅
で
、
昼

食
の
お
接

待
を
い
た

だ
く
。
全

員
で
般
若

心
経
を
よ

ん
で
、
お

仏
壇
に
お
参
り
す
る
。
地
元
の
サ
ヨ
リ

が
の
っ
た
ち
ら
し
寿
司
と
い
な
り
寿
司
、

サ
ヨ
リ
の
お
吸
い
物
、
み
か
ん
や

ジ
ュ
ー
ス
、
ビ
ー
ル
ま
で
い
た
だ
い
た
。

　
十
分
な
腹
ご
し
ら
え
と
休
息
を
と
ら

せ
て
い
た
だ
き
、
再
び
歩
き
遍
路
と
な

る
。
右
に
石
鎚
山
、
左
に
笹
が
森
を
見
な

が
ら
、
正
面
の
山
の
麓
を
目
指
す
。
途
中

通
り
過
ぎ
た
壬
生
川
は
、
住
職
の
お
父

さ
ん
が
出
家
を
し
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。

　
予
定
で
は
、
六
十
一
番
香
園
寺
だ
っ

た
が
、
時
間
の
関
係
で
伊
予
小
松
駅
に

向
か
っ
た
。
ほ
ぼ
ま
っ
す
ぐ
の
道
で
あ

る
。
天
気
は
快
晴
で
あ
っ
た
が
、
風
が
強

い
。
平
坦
だ
が
、
長
い
道
の
り
で
あ
る
。

伊
予
小
松
駅
に
着
い
て
、
荷
物
を
置
い

て
、
す
ぐ
そ
ば
の
六
十
二
番
宝
寿
寺
を

お
参
り
し
て
く
る
。
街
中
の
こ
じ
ん
ま

り
し
た
お
寺
で
あ
る
。
一
同
読
経
礼
拝

し
、
道
中
の
無
事
を
感
謝
し
た
。

　
駅
に
戻
る
と
四
時
二
十
分
で
あ
っ
た
。

仙
遊
寺
を
八
時
前
に
出
発
し
、
八
時
間

も
歩
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
よ
く
歩

い
た
も
の
で
あ
る
。
本
当
の
歩
き
遍
路

な
ら
、
こ
れ
が
毎
日
と
思
う
と
そ
の
大

変
さ
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
伊
予
小
松
駅
か
ら
松
山
駅
に
戻
り
、

松
山
空
港
か
ら
機
上
の
人
と
な
り
、
羽

田
に
着
い
た

の
は
午
後
八

時
半
で
あ
っ

た
。

川
岸

の
遍

路
道

。

四
国

山
地
は

雪
。
麓
は

菜
の

花
。
春
の

遍
路

道
。

▲
同
行

二
人
。
だ
い

ぶ
山

が
近

づ
い

て
き

た
。



10

 圓 福 寺 報 第４４号

 

　
第
九
回
の
あ
る
き
遍
路
は
、
前
回
台

風
の
被
害
で
断
念
し
た
、
伊
予
の
難
所

六
十
番
横
峰
寺
を
メ
イ
ン
に
、
六
十
五

番
三
角
寺
ま
で
歩
き
た
い
と
予
定
し
て

お

り

ま

す

。

無

事
、
三
角

寺
ま
で
お

参
り
す
る

と
、
伊
予

の
道
場
を

打
ち
上
げ

る
こ
と
に

な

り

ま

す
。

◆
募
集
人
数
　
二
十
名
ま
で

◆
旅
　
　
程
（
あ
く
ま
で
予
定
。
）

　
十
一
月
二
十
五
日
（
金
）

　
飛
行
機
ま
た
は
新
幹
線
で
、
伊
予
西

条
へ
。
六
十
二
番
・
六
十
三
番
・
六
十

四
番
ま
で
参
拝
。
西
条
市
周
辺
に
て
宿

泊
。

　
十
一
月
二
十
六
日
（
土
）

　
朝
か
ら
歩
き
で
六
十
番
を
目
指
す
。

六
十
番
参
拝
後
、
遍
路
こ
ろ
が
し
を

下
っ
て
、
六
十
一
番
香
園
寺
参
拝
。
子

安
大
師
で
有
名
な
お
寺
。
同
寺
宿
坊

泊
。

　
十
一
月
二
十
七
日
（
日
）

　
香
園
寺
か
ら
伊
予
三
島
ま
で
移
動
。

伊
予
三
島
か
ら
歩
き
で
六
十
五
番
三
角

寺
へ
。
参
拝
後
、
帰
路
に
つ
く
。

◆
参
加
費
　

　
五
～
六
万

円
ぐ
ら
い
を

予
定
し
て
い

ま
す
。

◆
そ
の
他

　
毎
回
、
費

用
を
安
く
す

る
た
め
に
、
旅
行
会
社
を
通
さ
ず
に
お

寺
で
直
接
、
旅
行
の
手
配
を
し
て
お
り

ま
す
。
も
う
九
回
に
も
な
り
ま
す
の

で
、
手
配
も
慣
れ
て
は
参
り
ま
し
た

が
、
毎
回
い
ろ
い
ろ
苦
労
し
て
お
り
ま

す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
参
加
ご
希
望
の

方
は
、
早
め
で
は
な
く
、
す
ぐ
に
お
申

込
下
さ
い
。
募
集
人
数
に
達
し
次
第
、

旅
行
の
手
配
を
始
め
ま
す
の
で
、
そ
れ

以
後
の
お
申
込
は
受
付
で
き
な
い
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
下
さ
い
。

横
峰
寺

三
角
寺
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圓
福
寺
四
人
目
の
仏
弟
子
誕
生

　
四
月
八
日
、
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生

日
、
「
花
ま
つ
り
」
の
日
に
、
一
人
の

青
年
が
仏
弟
子
と
な
る
べ
く
、
「
剃
髪

式
」
を
行
い
ま
し
た
。
箸
方
達
雄
君
で

す
。
覚
え
て
い
る
方
も
、
も
し
か
し
た

ら
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

圓
福
寺
の
坐
禅
会
に
参
加
し
て
い
て
、

一
時
チ
ベ
ッ
ト
に
行
き
、
チ
ベ
ッ
ト
か

ら
の
手
紙
を
寺
報
で
ご
紹
介
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
箸
方
君
で
す
。

　
日
本
に
戻
っ
て
き
て
、
出
家
を
し
た

い
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
臨
済
宗
の
場

合
は
専
門
道
場

で
の
修
行
が
で

き
な
け
れ
ば
出

家
は
認
め
ら
れ

ず
、
残
念
で
し

た
が
、
お
断
り

し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
し

ば
ら
く
音
沙
汰
も
な

か
っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
間
も
出
家
し
た

い
と
い
う
気
持
ち
で

い
た
よ
う
で
す
。

数
ヶ
月
の
ち
に
、
ま

た
お
寺
に
来
て
、
出

家
し
た
い
と
い
う
の
で
す
。

　
そ
の
発
心
の
確
か
さ
に
、
出
家
を
認

め
る
こ
と
に
し
、
修
行
は
本
山
の
「
安

居
会
」
の
履
修
で
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
特
別
な
事
情
が
あ

る
場
合
の
修
行
制
度
で
、
本
山
で
毎
年

十
日
間
の
研
修
を
五
回
す
る
こ
と
で
、

専
門
道
場
一
年
の
修
行
と
認
め
る
も
の

で
す
。
十
日
間
の
研
修
と
は
い
え
、
専

門
道
場
に
な
ら
っ
た
厳
し
い
も
の
で
、

落
伍
す
る
者
、
途
中
で
断
念
す
る
者
も

い
る
よ
う
で
す
。

　
そ
の
修
行
に
先
立
ち
、
圓
福
寺
で
の

小
僧
教
育
が
始
ま
っ
て
お
り
、
毎
朝
出

勤
前
に
、
朝
の
勤
行
、
食
事
作
法
の
修

得
な
ど
、
衣
食
住
に
わ
た
っ
て
修
行
僧

の
基
礎
を
身
に
つ
け
て
お
り
ま
す
。

　
得
度
式
は
、
七
月
末
に
本
山
で
執
り

行
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
四
月

八
日
に
「
剃
髪
式
」
を
行
っ
た
の
で
し

た
。

　
圓
福
寺
と
の
縁
で
出
家
し
た
四
人
目

と
な
り
ま
す
。
う
ち
、
一
人
は
途
中
で

挫
折
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
一
人
は

専
門
道
場
に
て
八
年
目
の
修
行
を
続
け

て
お
り
ま
す
。
箸
方
君
も
、
得
度
式
に

て
僧
名
「
宗
達
」
と
な
り
、
こ
れ
か
ら

厳
し
い
修

行
を
続
け

て
参
り
ま

す
。
皆
様

の
ご
法
愛

を
、
ど
う

ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い

申
し
上
げ

ま
す
。
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 圓 福 寺 報 第４４号

お

寺

の

数

お
寺
の
情
報
公
開
ペ
ー
ジ
　
そ
の
十
三

　
久
し
ぶ
り
の
情
報
公
開
ペ
ー
ジ
と
な
り
ま

し
た
。

　
今
回
は
、
全
国
の
お
寺
の
数
を
調
べ
て
み

ま
し
た
。
全
国
と
比
較
し
て
、
千
葉
県
の
現

状
も
見
え
て
き
ま
す
。

　
左
の
表
は
、
都
道
府
県
別
の
人
口
・
世
帯

数
・
寺
院
数
、
そ
し
て
寺
院
数
の
中
で
臨
済

宗
・
黄
檗
宗
の
寺
院
の
割
合
で
す
。
世
帯
数

を
算
出
し
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
仏
教
寺
院

が
、
い
ま
だ
に
「
檀
家
」
と
い
っ
て
、
家
単

位
の
考
え
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
臨
済
宗
系
の
お
寺
が

多
い
地
域
は
、
山
梨
・
岐
阜
・
静
岡
・
京

都
・
愛
媛
・
大
分
で
す
。
割
合
か
ら
見
る

と
、
臨
済
宗
系
が
あ
る
程
度
根
付
い
て
い
る

地
域
と
言
え
ま
す
が
、
世
帯
数
を
寺
院
数
で

割
っ
た
、
一
寺
院
あ
た
り
の
檀
家
数
を
見
て

み
る
と
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
数
値
が
低
く
、
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11:49足摺岬

檀
家
数
の
少
な
い
お
寺
が
多
い
こ
と
が
推
測

で
き
ま
す
。
檀
家
数
が
少
な
い
こ
と
は
、
住

職
が
い
な
い
無
住
寺
院
が
多
い
と
も
い
え
ま

す
。

　
千
葉
県
の
場
合
は
、
七
十
六
を
数
え
る
臨

済
宗
系
寺
院
の
数
で
す
が
、
そ
の
う
ち
住
職

の
い
な
い
無
住
寺
院
が
三
十
八
も
あ
り
、
寺

院
の
実
数
は
三
十
五
ヶ
寺
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
一
寺
院
あ
た
り
の
檀
家
数
が
多
い

千
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
無
住
寺
院
の
数
が
多

い
の
で
す
か
ら
、
檀
家
数
の
少
な
い
地
域
の

無
住
寺
院
は
自
ず
か
ら
多
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
一
寺
院
あ
た
り
の
檀
家
数
が
多
い
と
は
ど

う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
経
済
的
に
裕
福

な
お
寺
が
多
い
と
も
言
え
る
反
面
、
絶
対
的

に
寺
院
数
が
少
な
く
、
仏
教
の
教
え
を
広
め

る
こ
と
が
難
し
い
地
域
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
特
に
、
首
都
圏
と
そ
の
近
郊
地
域
に
そ

の
傾
向
が
多
い
こ
と
を
見
る
と
、
人
口
の
移

動
に
仏
教
寺
院
が
つ
い
て
い
っ
て
い
な
い
と

も
言
え
ま
す
。

　
臨
済
宗
系
寺
院
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

と
、
寺
院
数
の
う
ち
臨
済
宗
寺
院
の
割
合
が

低
く
、
一
寺
院
あ
た
り
の
檀
家
数
が
多
い
地

域
で
は
、
明
ら
か
に
臨
済
宗
系
寺
院
が
少
な

く
、
つ
い
て
は
臨
済
宗
の
教
え
、
極
端
に
い

う
と
臨
済
宗
と
い
う
名
前
す
ら
認
識
が
薄
い

地
域
と
い
え
ま
す
。
仮
に
、
臨
済
宗
系
の
割

合
が
五
％
未
満
で
、
檀
家
数
が
千
以
上
の
地

域
を
拾
っ
て
み
る
と
、
北
海
道
・
青
森
・
茨

城
・
千
葉
・
大
阪
・
鹿
児
島
と
な
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
人
口
流
入
の
多
い
地
域
は
、
茨

城
・
千
葉
・
大
阪
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

こ
の
三
地
域
は
、
臨
済
宗
の
教
え
が
広
が
っ

て
お
ら
ず
、
宗
勢
上
臨
済
宗
系
寺
院
を
増
や

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
と
い
え

ま
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、
千
葉
市
周
辺
の
船
橋
・
習

志
野
・
八
千
代
・
市
原
・
袖
ヶ
浦
な
ど
の
地

域
に
、
臨
済
宗
寺
院
が
皆
無
と
い
う
こ
と
か

ら
も
明
白
で
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
、
ど
の

地
方
の
出
身
者
が
多
い
の
か
の
調
査
を
待
た

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、
臨
済
宗
寺
院
の

多
い
地
域
の
出
身
者
が
多
け
れ
ば
、
そ
の
受

け
皿
と
な
る
お
寺
が
な
け
れ
ば
、
自
ず
か
ら

臨
済
宗
の
信
者
数
は
減
少
す
る
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。

　
こ
こ
ま
で
に
な
る
と
、
宗
務
機
関
の
早
急

な
対
策
が
臨
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
今
回
の
情
報
公
開
は
こ
こ
ら
で
終
わ
り

に
し
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
す
。
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圓福寺市原別院（仮称）構想スタート

　
か
ね
て
か
ら
、
千
葉
市

周
辺
に
臨
済
宗
の
お
寺
が

な
い
こ
と
が
残
念
で
仕
方

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
臨
済

宗
の
お
寺
を
探
さ
れ
て
、

遠
く
か
ら
圓
福
寺
に
お
見

え
下
さ
る
方
も
た
く
さ
ん

お
い
で
に
な
り
、
心
苦
し

く
思
い
つ
つ
、
う
れ
し
く

も
あ
り
ま
し
た
。

　
わ
ざ
わ
ざ
臨
済
宗
と

い
っ
て
訪
ね
て
く
だ
さ
る

の
は
、
生
家
の
お
寺
が
臨

済
宗
と
い
う
方
が
ほ
と
ん

ど
で
す
。
こ
れ
は
、
先
祖

代
々
と
い
う
意
識
の
も

と
、
生
家
と
同
じ
宗
派
、

父
母
や
祖
父
母
と
同
じ
宗

派
で
と
い
う
お
気
持
ち

と
、
お
生
ま
れ
の
地
域
の
臨
済
宗
の
お

寺
さ
ん
の
絶
え
間
な
い
布
教
伝
道
の
賜

物
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
千

葉
に
は
臨
済
宗
が
少
な
い
か
ら
と
い
う

こ
と
で
絶
や
し
て
は
い
け
な
い
と
、
千

葉
の
圓
福
寺
に
入
寺
し
て
以
来
、
常
に

思
っ
て
参
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
花
園

法
皇
様
の
「
報
恩
謝
徳
の
思
い
、
興
隆

仏
法
の
志
し
」
と
い
う
ご
遺
志
に
つ
な

が
る
も
の
と
確
信
も
し
て
お
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
圓
福
寺
は
、
東
金
に
唯

一
あ
っ
た
護
良
親
王
ゆ
か
り
の
臨
済
宗

の
お
寺
を
、
戦
後
、
廃
寺
に
せ
ざ
る
を

得
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
い
つ
か
は

臨
済
宗
の
な
い
地
域
に
、
小
さ
く
と
も

一
宇
を
建
て
て
、
臨
済
宗
の
お
寺
の
礎

を
築
く
こ
と
が
、
「
報
恩
謝
徳
、
興
隆

仏
法
」
の
み
教
え
を
体
現
す
る
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
折
、
市
原
市
に
格
好
の
場
所

が
見
つ
か
り
、
役
員
さ
ん
と
も
現
地
を

精
査
の
上
、
責
任
役
員
会
の
決
議
を
経

て
市
原
別
院
（
仮
称
）
用
地
と
し
て
入

手
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
用
地
の

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

所
在
地
　
市
原
市
武
士
八
六
八
ー
一
他

（
小
湊
鉄
道
上
総
三
又
駅
東
約
三
㎞
）

面
　
積
　
約
九
千
五
百
坪

地
　
目
　
宅
地
（
現
況
は
原
野
）

　
今
後
、
圓
福
寺
花
園
会
の
活
動
の
場

と
し
て
、
ま
た
穴
川
花
園
幼
稚
園
の
保

育
の
場
と
し
て
有
効
に
活
用
し
な
が

ら
、
市
原
市
唯
一
の
臨
済
宗
寺
院
建
立

に
向
け
、
牛
歩
を
進
め
て
参
り
た
い
と

存
じ
ま
す
。
な
に
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
宗
教
法
人
　
圓
福
寺

　
　
　
　
　
代
表
役
員
　
宮
田
宗
格

　
　
　
　
　
責

任

役

員

一

同

市
原
別
院
（
仮
称
）
構
想
の
趣
旨
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◆
◆
◆
幼
稚
園
の
お
い
も
畑
づ
く
り

　
五
月
二
十
九
日
、
二
百
名
を
越
す
い

も
植
え
の
親
子
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
集
ま

り
、
さ
つ
ま
い
も
の
苗
を
植
え
つ
け
ま

し

た

。

秋

の

収

穫

が

楽

し

み
で
す
。

　

こ

れ

か

ら

は

、

草

取

り

の

活

動

も

し

て

い

く

予

定

で
す
。

　

当

日

は

、

子
ど
も
た
ち
と
原
野
に
ク
ロ
ー
バ
ー
の

種
も
蒔
い
て
き
ま
し
た
。
左
の
写
真

は
、
子
ど
も

た
ち
と
一
緒

に

ク

ロ

ー

バ
ー
の
種
を

ま
い
て
い
る

住
職
、
い
え

園
長
で
す
。

◆
◆
◆
土
曜
会
「
植
林
を
し
よ
う
！
」

　
六
月
十
九
日
に
は
、
土
曜
会
の
企
画

で
植
林
を
し
て
き
ま
し
た
。

　
日
ご
ろ
の
運
動
不
足
解
消
、
ス
ト
レ

ス
解
消
。
心
地
よ
い
汗
を
か
い
た
あ

と
、
広
い
空
と
広
い
大
地
に
囲
ま
れ
て

食
べ
た
弁
当
の
味
は
格
別
で
し
た
。

　
地
球
温
暖
化
、
Ｃ
Ｏ
２
排
出
規
制
が

言
わ
れ
て
い
る
中
、
わ
ず
か
な
植
林
で

す
が
、
環
境
に
よ
い
事
を
し
た
充
実
感

も
あ
り
ま
し
た
。

　
二
〇
〇
〇
本
弱
の
杉
と
檜
を
植
え
ま

し
た
。

緑 の 中 年 隊 ？
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穴川花園幼稚園五十周年記念事業

新
園
舎
地
鎮
祭

　
寺
報
四
十
二
号
で
お
知
ら

せ
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、

四
月
か
ら
幼
稚
園
園
舎
新
築

工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
四
月
か
ら
の
園
舎
解
体
に

先
立
ち
、
引
越
し
の
終
わ
っ

た
三
月
二
十
九
日
に
は
、

「
園
舎
お
別
れ
会
」
と
称
し

て
、
約
八
百
名
ほ
ど
の
子
ど

も
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
落
書

き
大
会
を
し
ま
し
た
。

　
と
か
く
新
築
の
建
物
ば
か

り
に
目
が
い
き
ま
す
が
、
い

ま
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
園

舎
に
き
ち
ん
と
お
別
れ
が
で

き

た

こ

と

は
、
新
し
い

園
舎
に
対
し

て
大
切
に
使

お
う
と
い
う

気
持
ち
が
持
て
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
一

生
も
、
人
生
の
最
後
の
死
と
い

う
も
の
を
見
据
え
る
こ
と
で
、

今
の
生
を
有
意
義
に
過
ご
そ
う

と
い
う
気
持
ち
に
な
る
こ
と
と

通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　
い
ざ
解
体
が
始
ま
る
と
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物
の

瓦
礫
の
量
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
再
生

不
能
の
瓦
礫
は
、
環
境
に
や
さ
し
く
な

い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

を
や
さ
し
く
包
み
込
ん
で
い
た
建
物

が
、
環
境
を
壊
す
代
物
に
な
る
矛
盾
を

感
じ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
は
壊
す
こ
と

や
処
分
す
る
と
き
の
こ
と
も
念
頭
に
置

い
て
、
物
を
作
っ
た
り
買
っ
た
り
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
県
下

で
も
先
駆
け
の
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
園
舎
が
、
姿

を
消
し
ま
し
た
。

　
す
っ
か
り
更
地
に
な
っ
た
園
舎
跡
地

に
、
園
児
の
代
表
を
招
き
、
地
鎮
祭
を

し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
、
お
塩
や

お
米
を
ま
い
て
、
工
事
の
安
全
と
素
敵

な
園
舎
が
早
く
で
き
る
こ
と
を
祈
っ
て

い
ま
し
た
。
お
塩
や
お
米
は
、
園
舎
を

建
て
る
た
め
に
ど
こ
か
に
姿
を
消
し
た

ツ
バ
メ
や
虫
た
ち
、
草
花
に
対
し
て
、

私
た
ち
の
一
番
大
切
な
も
の
を
お
返
し

す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　
七
月
半
ば
過
ぎ
か
ら
鉄
骨
の
柱
が
建

て
ら
れ
、
八
月
は
じ
め
に
は
再
び
子
ど

も
た
ち
を
招
い
て
上
棟
式
を
行
い
ま
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す
。
マ
ン

シ
ョ
ン
住

ま
い
や
建

売
の
住
宅

に
住
ん
で

い
る
子
ど

も
た
ち
に

と
っ
て
、

初
め
て
の

上
棟
式
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
餅
が
ま
か
れ
た

り
、
お
菓
子
が
空
か
ら
降
っ
て
き
た

り
、
ど
な
た
も
が
子
ど
も
の
頃
に
経
験

し
た
上
棟
式
を
現
代
の
子
ど
も
た
ち
に

も
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
貴

重
な
経
験
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
上
棟
式
が
終
わ
る
と
、
外
壁
工
事
が

は
じ
ま
り
、
新
園
舎
の
概
要
が
姿
を
現

し
て
き
ま
す
。
新
園
舎
は
、
旧
園
舎
と

同
じ
場
所
に
、
少
し
だ
け
大
き
く
な
っ

た
総
二
階
建
て
と
な
り
ま
す
。
外
観

は
、
お
寺
の
幼
稚
園
に
ふ
さ
わ
し
く
切

妻
の
屋
根
で
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
に

包
ま
れ
て
い
ま
す
。
二
階
に
は
、
可
動

式
舞
台
を
備
え
た
、
広
さ
百
五
十
㎡
余

り
の
ホ
ー
ル
が
設
け
ら
れ
、
お
さ
ら
い

会
や
誕
生
会
な
ど
の
行
事
に
対
応
で
き

ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

必
要
か
ど
う
か
賛
否
は
あ
り
ま
す
が
、

全
館
冷
暖
房
完
備
と
設
備
も
充
実
し
て

お
り
ま
す
。

　
十
二
月
末
の
完
成
を
目
指
し
て
お

り
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
檀
信
徒
の
皆
様

に
も
ご
迷
惑
や
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
仏
教
保
育
を
担
う
施
設
の
完
成

ま
で
し
ば
ら
く
の
間
お
許
し
の
ほ
ど
、

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こどもたちのお盆

地蔵盆のご案内

お
休
み

　
山
岡
鉄
舟
母
堂
の
お
地

蔵
さ
ん
に
ち
な
ん
で
、
毎

年
開
催
さ
れ
て
い
る
「
地

蔵
盆
」
も
、
昨
年
で
十
四

回
を
数
え
ま
し
た
。
毎

年
、
焼
き
そ
ば
・
や
き
と

り
・
生
ビ
ー
ル
・
ポ
ン
菓

子
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ラ
も

増
え
、
充
実
し
て
参
り
ま

し
た
。

　
今
年
は
、
ご
承
知
の
よ

う
に
、
幼
稚
園
工
事
中
に

付
き
、
幼
稚
園
の
み
た
ま

ま
つ
り
も
東
千
葉
の
仮
園

舎
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
つ

き
ま
し
て
は
、
今
年
の
地

蔵
盆
は
中
止
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
来
年
は
、
さ
ら
に

パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
て
、
楽

し
い
地
蔵
盆
を
開
催
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
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平
成
十
七
年
上
期

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄

１
月
１
日

　
　
１
日
～
３
日

　
　
14
日

　
　
19
日

　
　
21
日

　
　
23
日

　
　
24
日

　
　
25
日

　
　
26
日
～
27
日

　
　
29
日

２
月
２
日

　
　
３
日

　
　
４
日

　
　
６
日

　
　
８
日

　
　
19
日

　
　
22
日

３
月
１
日
～
７
日

　
　
９
日
～
10
日

　
　
11
日

　
　
13
日

　
　
16
日

　
　
20
日

新
春
ご
祈
祷

修
正
会

月
例
役
員
会

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
、

写
経
講
座
出
向

幼
稚
園
会
計
監
査

花
園
会
新
年
会

妙
心
寺
派
東
京
教
区
第
七
部
部
内
会

ご
詠
歌
練
習
日

臨
済
宗
青
年
僧
の
会
定
例
会
　
於
清
水

幼
稚
園
、

バ
ザ
ー

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
、

写
経
講
座
出
向

幼
稚
園
、

節
分

月
例
役
員
会

写
経
会

千
葉
市
幼
稚
園
協
会
稲
毛
ブ
ロ
ッ
ク
会

土
曜
会

「
春
の
句
会
」

轟
町
中
学
校
職
場
体
験
　
六
名

ご
詠
歌
練
習
日

第
八
回
四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅

（
一
班
・
二
班
）

平
林
寺
専
門
道
場
、

齋
会

月
例
役
員
会

彼
岸
会
法
要

幼
稚
園
、

卒
園
式

根
岸
円
光
寺
彼
岸
会
法
話

　
　
22
日

　
　
23
日

　
　
26
日
～
28
日

　
　
29
日

４
月
１
日
～
２
日

　
　
３
日

　
　
６
日

　
　
８
日

　
　
９
日

　
　
18
日

　
　
20
日

　
　
26
日

　
　
27
日

５
月
１
日

　
　
２
日

　
　
６
日

　
　
９
日
～
10
日

　
　
11
日

　
　
14
日
～
16
日

　
　
18
日

　
　
19
日

　
　
21
日

　
　
24
日

　
　
29
日

土
曜
会

・
彼
岸
法
話
会

取
手
長
禅
寺
彼
岸
会
法
要
出
頭

冬
の
寺
子
屋
ｉ
ｎ
苗
場

ご
詠
歌
練
習
日

幼
稚
園
、

旧
園
舎

「
お
別
れ
会
」

静
岡
永
安
寺
、

本
堂
落
慶

・
晋
山
式

写
経
会

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
、

写
経
講
座
出
向

宗
達
禅
士
剃
髪
式
、

月
例
役
員
会

幼
稚
園
、

入
園
式

取
手
長
禅
寺
観
音
ま
つ
り
出
頭

東
京
白
山
是
照
院
、

一
周
忌
齋
会

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
、

写
経
講
座
出
向

ご
詠
歌
練
習
日

幼
稚
園
、

「
花
ま
つ
り
」

写
経
会

妙
心
寺
派
東
京
教
区
役
員
会
、

於
恵
比
寿
松
泉
寺

月
例
役
員
会

臨
済
宗
青
年
僧
の
会
定
例
会
、

於
多
治
見

幼
稚
園
会
計
監
査

全
国
花
園
会
青
壮
年
部
研
修
、

於
福
井

第
二
十
一
回
花
園
会
ゴ
ル
フ
大
会

幼
稚
園
、

新
園
舎
地
鎮
祭

土
曜
会

「
夏
の
句
会
」

妙
心
寺
派
東
京
教
区
第
七
部
部
内
会

幼
稚
園
、

い
も
植
え
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
二
百
名
参
加
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31
日

６
月
１
日

　
　
５
日

　
　
10
日

　
　
15
日

　
　
19
日

　
　
26
日

　
　
29
日

７
月
１
日

　
　
３
日

　
　
12
日
～
16
日

　
　
23
日
～
24
日

　
　
28
日

　
　
28
日
～
29
日

ご
詠
歌
練
習
日

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
、

写
経
講
座
出
向

写
経
会

月
例
役
員
会

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
、

写
経
講
座
出
向

土
曜
会
、

「
植
林
を
し
よ
う
」

ハ
ッ
ピ
ー
ち
ば
、

写
経
講
座
出
向

ご
詠
歌
練
習
日

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
、

写
経
講
座
出
向

月
例
役
員
会

写
経
会

七
月
盆
棚
経

第
十
四
回
圓
福
寺
寺
子
屋

「
禅
童
会
」

宗
達
禅
士
、

合
同
得
度
式
　
於
本
山

宗
達
禅
士
、

学
徒
研
修
会
　
於
本
山

土
曜
会

　
俳
句
会
（
２
／
19
・
５
／
21
）

―
―
―
二
月
十
九
日
（
季
題
「
梅
」
）

道
元
や
梅
花
の
中
の
大
宇
宙
　
　
　
　
　
高
橋
敏
勝

何
か
し
ら
勇
気
く
れ
そ
う
梅
一
輪
　
　
　
香
坂
千
香
子

日
脚
伸
び
わ
ら
べ
地
蔵
に
笑
み
ほ
の
か
　
齋
藤
加
代
子

―
―
―
五
月
二
十
一
日
（
季
題
「
短
夜
」
）

薫
風
の
抜
け
て
棚
田
の
水
光
る
　
　
　
　
高
橋
敏
勝

短
夜
や
短
き
時
を
刻
む
音
　
　
　
　
　
　
齋
藤
加
代
子

柿
若
葉
朝
の
光
を
透
か
し
け
り
　
　
　
　
笹
倉
邦
康

　
土
曜
会
俳
句
会
で
は
、
季
題
を
入
れ
た
一
句
と
自
由
な
二
句
の
合
計

三
句
を
詠
み
ま
す
。
提
出
さ
れ
た
句
を
作
者
無
記
名
で
書
き
出
し
、
そ

の
中
か
ら
各
自
が
気
に
入
っ
た
句
を
五
句
選
び
ま
す
。
選
ば
れ
た
数
が

多
い
も
の
を
こ
こ
に
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
投
句
も
大
歓
迎
で
す
。
ハ

ガ
キ
で
も
メ
ー
ル
で
も
、
ど
う
ぞ
お
寄
せ
下
さ
い
。

▽
毎
週
木
曜
日
午
後
六
時
～
　
木
曜
坐
禅
会

　
坐
禅
三
十
分
二
回
、
終
わ
っ
て
茶
話
。
無
料
。
初
心
者
歓
迎
。

▽
毎
月
第
三
土
曜
日
午
後
六
時
～
　
土
曜
会

　
お
寺
と
あ
な
た
を
結
ぶ
自
由
空
間
。
会
費
二
千
円
。

▽
毎
月
最
終
火
曜
日
午
後
四
時
～
　
ご
詠
歌
練
習

▽
毎
月
第
一
日
曜
日
午
後
一
時
半
～
三
時
半
　
写
経
会

　
「
般
若
心
経
」
の
写
経
。
見
や
す
い
大
き
さ
の
字
体
で
す
。

　
正
座
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
イ
ス
と
テ
ー
ブ
ル
も
用
意
。

　
一
期
五
回
（
事
前
申
込
制
）
。
会
費
三
千
円
。
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◆第２１回花園会ゴルフ大会　５月１８日　於：房総ＣＣ房総ゴルフ場◆

　―――――難コースに四苦八苦！スコアメイクに苦しめられる。　
　参加２２名。グロスでの二ケタスコアが大変少なく、コースの難しさが感じら

れた。それをハンディのせいにしたのかどうか定かではないが、次回から３回ぐ

らい新ペリアで競技を行い、ハンディを改正し

ようということになったらしい。

　なお、「ベストアップ賞」は、前回から縮め

たスコアを競う、花園会独自の賞です。

編
集
後
記

　
よ
う
や
く
寺
報

を
出
せ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
幼

稚
園
の
引
越
し
、
旧
園
舎
解
体
や
、
新
園
舎

建
築
の
た
め
の
提
出
書
類
、
融
資
の
た
め
の

書
類
づ
く
り
な
ど
、
今
年
の
上
半
期
は
忙
し

い
日
々
で
し
た
。
結
局
、
春
の
寺
報
は
で
き

ず
仕
舞
い
。
そ
の
た
め
、
今
号
は
盛
り
沢
山

と
な
り
、
二
十
ペ
ー
ジ
に
も
及
ぶ
も
の
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
あ
ま
り
盛
り
沢
山
だ
と
読
む
気
が
し
な
く

な
る
の
で
は
と
危
惧
し
て
お
り
ま
す
が
、
今

号
か
ら
カ
ラ
ー
印
刷
と
な
り
、
量
が
多
く
と

も
読
み
や
す
い
の
で
は
と
勝
手
に
思
っ
て
い

ま
す
。

　
フ
ル
カ
ラ
ー
の
高
速
印
刷
機
は
、
特
殊
な

イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
方
式
で
、
す
ご
い
技
術
だ

と
思
い
ま
す
。
日
本
の
技
術
力
の
高
さ
を
、

幼
稚
園
の
お
手
紙
を
作
る
た
び
に
感
じ
さ
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
パ
ソ
コ
ン
・
デ
ジ
カ
メ
・
フ
ル
カ
ラ
ー
印

刷
機
と
ハ
イ
テ
ク
機
器
に
向
か
っ
て
い
ま
す

が
、
山
育
ち
の
私
は
、
市
原
で
植
林
し
た

り
、
草
刈
し
た
り
の
方
が
性
分
に
合
っ
て
い

ま
す
。
例
年
に
な
く
日
焼
け
し
て
い
る
の

は
、
そ
の
せ
い
で
す
。


