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中
国
四
川
省
の
大
地
震
の
恐
ろ
し

さ
を
新
聞
・
テ
レ
ビ
で
見
ま
し
た
。

他
山
の
石
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た

ら
、
岩
手
・
宮
城
内
陸
地
震
が
起
き

ま
し
た
。
私
事
で
す
が
、
私
の
田
舎

も
岩
手
・
宮
城
内
陸
地
震
で
少
し
被

害
が
あ
り
ま
し
た
。
地
震
後
の
様
子

を
テ
レ
ビ
で
見
る
た
び
に
、
あ
そ
こ

も
何
回
も
通
っ
た
こ
と

の
あ
る
道
だ
、
避
難
所

も
何
回
も
前
を
通
っ
た

こ
と
の
あ
る
小
学
校

だ
っ
た
り
し
ま
し
た
。 

■
地
方
地
震
の
特
徴 

 

地

震

後

の

様

子

を

テ

レ

ビ

の

ニ
ュ
ー
ス
や
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
で

見
て
い
て
、
違
う
な
あ
と
感
ず
る
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
地
域

の
人
の
横
の
つ
な
が
り
が
あ
る
こ

と
。
隣
り
の
お
ば
あ
さ
ん
の
安
否
が

す
ぐ
わ
か
っ
た
り
、
あ
そ
こ
の
家
は

何
人
家
族
だ
か
ら
全
員
無
事
だ
と
わ

か
っ
た
り
、
○
○
さ
ん
も
避
難
所
に

行
く
ん
だ
っ
た
ら
自
分
も
行
く
と

か
、
と
に
か
く
地
域
の
連
携
が
密
だ

と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
お
米
や
野

菜
な
ど
の
食
料
を
持
っ
て
い
て
、
水

も
何
と
か
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。
三
つ
目
は
、
救
援
物
資
が
届

か
な
い
と
か
、
俺
は
ま
だ
水
を
も

ら
っ
て
い
な
い
と
か
、
あ
ま
り
文
句

を
言
う
人
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

こ
れ
が
、
都
市
部
の
災
害
だ
っ
た

ら
、
食
料
は
す
ぐ
手
に
入
ら
な
く
な

り
ま
す
か
ら
、
消
防
は
な
に
を
し
て

い
る
ん
だ
と
か
、
自
衛
隊
は
来
な
い

の
か
と
か
、
や
れ
行
政
が
悪
い
、
政

治
が
悪
い
と
か
、
不
満
が
ど
ん
ど
ん

エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。 

 

な
ぜ
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、
農
家

の
人
が
多
い
こ
と
も
一
つ
の
原
因

じ
ゃ
な
い
か
な

と
思
い
ま
す
。

農
作
業
は
共
同

作
業
だ
っ
た
こ

と
。
ま
た
田
ん

ぼ
に
し
ろ
、
畑

に
し
ろ
、
自
然

を
相
手
に
仕
事

を
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
東
北
は
雪

が
降
り
、
夏
に
は
冷
害
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
文
句
を
言
っ

て
も
始
ま
ら
な
い
こ
と
を
良
く
知
っ

て
い
ま
す
。
お
て
ん
と
さ
ん
に
文
句

を
言
っ
て
も
、
何
も
変
わ
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
永
年
の
経
験
で
知
っ
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
地
震
と
い
う

天
災
に
対
し
て
だ
っ
て
、
誰
も
ど
こ

に
も
文
句
を
言
わ
な
い
。
逆
に
、
救

援
に
来
て
く
れ
た
人
に
、
自
分
た
ち

の
米
を
炊
い
て
お
に
ぎ
り
を
作
っ
て

食
べ
て
も
ら
う
。
自
分
の
仲
間
や
知

り
合
い
の
た
め
に
、
一
生
懸
命
働
い

て
く
れ
る
人
に
感
謝
こ
そ
す
れ
、
な

ん
で
も
っ
と
早
く
で
き
な
い
ん
だ
と

か
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
人
は
い
ま

せ
ん
。 

自

在

に

生

き

る 
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■
観
自
在 

 
般
若
心
経
の
最
初
に
出
て
く
る
こ

と
ば
を
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。

「
な
か
な
か
覚
え
ら
れ
な
い
。
」
と

い
う
人
で
も
、
最
初
の
部
分
は
覚
え

て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

「
カ
ン

観

ジ
ー

自

ザ
イ

在

ボ
ー

菩

サ
ー

薩

」 

で
す
。
観
自
在
菩
薩
は
、
観
音
様
の

こ
と
で
、
観
音
様
は
も
の
ご
と
を
自

由
自
在
に
観
る
こ
と
が
で
き
る
菩
薩

だ
と
い
う
の
で
す
。
ま
た
、
菩
薩
と

い
う
の
は
、
す
で
に
修
行
が
お
済
み

に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
私
た
ち
を
救
う
た
め
、
導

い
て
く
だ
さ
る
た
め
に
、
娑
婆
の
世

界
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
仏
様
だ
と
い
わ

れ
た
り
、
ま
だ
修
行
途
中
の
仏
様
と

も
言
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

地
蔵
菩
薩
と
か
虚
空
蔵
菩
薩
、
文
殊

菩
薩
な
ど
な
ど
、

私
た
ち
に
な
じ
み

の
深
い
仏
様
が
多

く
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。 

 

そ
の
身
近
な
菩

薩
様
が
、
ま
だ
修
行
途
中
の
仏
様
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
余
計
に
親
し
み

が
湧
き
ま
す
。
私
た
ち
だ
っ
て
、
坐

禅
を
し
た
り
写
経
を
し
た
り
、
遍
路

を
し
た
り
、
法
要
を
し
た
り
と
様
々

な
形
で
修
行
し
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
の
意
味
で
は
私
た
ち
も
菩
薩

の
末
席
を
汚
し
て
い
る
の
で
す
。
そ

し
て
、
私
た
ち
も
「
観
自
在
」
、
自

在
に
見
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。 

 

自
在
と
い
う
と
、
「
自
由
自
在
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
な
ん

で
も
自
分
の
思
う
ま
ま
に
や
れ
る
と

か
、
思
い
通
り
に
で
き
る
こ
と
と
思

い
ま
す
が
、
自
在
を
よ
く
見
れ
ば
、

「
在
る
が
ま
ま
に
自
る
（
よ
る
）
」

と
い
う
意
味
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

■
ま
っ
す
ぐ
見
よ 

 

一
休
さ
ん
の
お
話
で
す
。 

 

あ
る
と
き
、
寺
の
前
に
幹
が
く
ね

く
ね
曲
が
っ
た
松
の
盆
栽
を
置
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
脇
に
立
て
札

を
立
て
て
、 

「
こ
の
松
を
ま
っ
す
ぐ
見
た
人
に
は

ほ

う

び

を

あ

げ

ま

す
。
」 

と
書
い
た
そ
う
で
す
。 

 

道
行
く
人
が
立
ち
止

ま
っ
て
は
、
立
て
札
を

読
ん
で
松
の
木
を
眺
め

ま
す
。
ど
の
角
度
か
ら

見
れ
ば
ま
っ
す
ぐ
に
見
え
る
だ
ろ
う

か
と
、
右
か
ら
見
た
り
左
か
ら
見
た

り
、
上
か
ら
見
た
り
下
か
ら
見
た
り

し
ま
し
た
が
、
ど
う
見
て
も
ま
っ
す

ぐ
に
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
誰
も

ほ
う
び
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ず
に

い
る
と
こ
ろ
に
、
一
人
の
旅
人
が
立

て
札
を
見
て
立
ち
止
ま
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
松
の
木
を
見
て
い
い
ま
し

た
。
「
こ
の
松
の
木
は
、
よ
く
も
ま

あ
曲
が
っ
て
い
る
な
あ
。
」
と
。
そ

の
言
葉
を
聞
い
た
一
休
さ
ん
が
お
寺

か
ら
飛
び
出
し
て
き
て
、
そ
の
旅
人

に
ほ
う
び
を
あ
げ
た
そ
う
で
す
。 

■
自
在
を
邪
魔
す
る
も
の 

 

も
う
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
が
、
と

ん
ち
の
一
休
さ
ん
で
す
。
「
こ
の
松

の
木
を
ま
っ
す
ぐ
に
見
る
。
」
と
い
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う
の
は
、
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
な
あ
ん
だ
と
誰
も

が
思
う
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
曲

が
っ
た
枝
振
り
を
目
の
前
に
す
る

と
、
「
ま

っ

す

ぐ
」
と

い

う

の

は

「
曲
が
る
」
に
対
し
て
の
こ
と
と
す

ぐ
思
っ
て
し
ま
う
。
私
た
ち
の
こ
と

ば
に
対
し
て
の
知
識
が
、
そ
う
さ
せ

ま
す
。
ま
た
、
「
ご
ほ
う
び
」
と
い

う
も
の
に
目
が
く
ら
ん
で
あ
り
の
ま

ま
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
私
た
ち
の
欲
が
そ
う

さ
せ
ま
す
。 

 

知
識
や
欲
な
ど
は
、
私
た
ち
が
生

き
て
い
く
う
え
で
絶
対
必
要
な
も
の

で
す
。
漢
字
を
読
み
書
き
す
る
こ

と
、
人
と
会
話
が
で
き
る
こ
と
、
食

欲
・
性
欲
な
ど
な
ど
、
な
け
れ
ば
困

り
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ

て
し
ま
う
と
正
し
い
も
の
の
見
方
が

で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
一
休
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
言

い
ま
し
た
。 

 

「
さ
る
ほ
ど
に
心
な
け
れ
ば
、

人
々
み
な
観
自
在
な
り
。
」 

 

知
識
や
欲
に
振
り
回
さ
れ
た
り
、

人
と
違
っ
た
意
見
を
言
っ
た
ら
笑
わ

れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
る
い
は
、

そ
の
程
度
の
見
方
し
か
で
き
な
い
の

か
と
足
元
を
見
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
、
な
ん
て
わ
が
身
を
大
切
に
し
て

し
ま
う
こ
と
で
、
あ
る
が
ま
ま
を
見

ら
れ
な
く
し
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
心

を
な
く
し
て
み
れ
ば
、
誰
で
も
「
観

自
在
」
に
な
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
の

で
す
。 

■
手
を
な
く
し
て
も
自
在 

 

先
日
、
土
曜
会
で
大
分
に
出
か
け

ま
し
た
。
国
東
・
別
府
・
大
分
・
久

住
な
ど
な
ど
、
盛
り
だ
く
さ
ん
な
旅

程
で
し
た
。
そ
の
バ
ス
ガ
イ
ド
さ
ん

の
話
で
大
野
勝
彦
さ
ん
と
い
う
方
を

知
り
ま
し
た
。 

 

大
野
勝
彦
さ
ん
は
、
阿
蘇
の
広
大

な
農
地
で
農
業
を
営
ん

で
お
り
ま
し
た
。
一
日

の
仕
事
を
終
え
て
、
大

型
の
ト
ラ
ク
タ
ー
を

洗
っ
て
い
る
と
き
に
、

ト
ラ
ク
タ
ー
の
機
械
に

手
を
挟
ま
れ
、
そ
の
手

を
引
き
抜
こ
う
と
し
て
も
う
一
方
の

手
も
巻
き
込
ま
れ
、
こ
の
ま
ま
じ
ゃ

肩
も
胴
体
も
引
き
込
ま
れ
る
と
思

い
、
自
分
で
両
手
を
引
き
ち
ぎ
っ

て
、
命
ま
で
奪
わ
れ
ず
に
済
み
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
は
、
今
ま
で
と
ま
っ

た
く
違
っ
た
世
界
が
始
ま
っ
た
そ
う

で
す
。 

 

で
も
、
現
在
の
大
野
さ
ん
は
、

「
私
た
ち
の
手
は
、
お
箸
を
握
っ
た

り
、
鉛
筆
を
握
っ
て
字
を
書
い
た
り

と
、
朝
か
ら
晩
ま
で
仕
事
を
し
て
い

る
訳
で
す
が
、
私
は
手
が
ま
だ
あ
る

時
は
、
人
は
手
を
持
っ
て
い
て
当
た

り
前
と
、
一
回
も
感
謝
の
気
持
ち

を
、
手
に
言
っ
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
多
分
今
、
私
に
手
が
付
い

て
い
た
ら
、
私
は
毎
日
寝
る
時
に
手

を
見
て
、
『
今
日
も
世
話
に
な
っ
た

ね
え
、
あ
り
が
と
う
』
と
言
っ
て
か

ら
寝
る
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
の
私

に
は
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
が
で
き
ま

せ
ん
。
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

 

そ
ん
な
気
持
ち
に
な
る
ま
で
に

は
、
時
間
が
必
要
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
な
ん
で
あ
の
と
き
機
械
に
手
を
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突
っ
込
ん
だ
ん
だ
ろ
う
と

後
悔
を
し
た
り
、
手
が
あ

れ
ば
な
あ
と
愚
痴
も
出
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
人
を
う

ら
や
ん
だ
こ
と
も
お
あ
り

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ど

う
せ
両
手
が
な
い
か
ら
と
、
自
分
を

卑
下
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
で
も
、
大
野
さ
ん
は
変
わ
り

ま
し
た
。
両
手
に
義
手
を
つ
け
て
、

鉛
筆
や
筆
を
持
っ
て
、
詩
を
書
く
こ

と
を
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、

絵
を
書
く
こ
と
を
は
じ
め
ま
し
た
。

そ
の
詩
を
読
ん
だ
人
か
ら
講
演
を
頼

ま
れ
て
は
出
か
け
ま
し
た
。
こ
の

残
っ
た
体
で
何
か
人
に
喜
ん
で
も
ら

え
る
こ
と
は
な
い
か
、
お
役
に
立
て

る
こ
と
は
な
い
か
と
、
ハ
ガ
キ
絵
を

書
い
た
り
、
自
費
出
版
で
画
集
を
出

し
た
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
ま
と
め

た
も
の
と
し
て
美
術
館
ま
で
建
て
ら

れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。 

 

大
野
さ
ん
が
変
わ
る
こ
と
が
で
き

た
支
え
や
原
動
力
は
何
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
後
悔
と
か
愚
痴
と
か
、

自
分
を
卑
下
す
る
気
持
ち
と
か
、
そ

ん
な
こ
と
を
並
べ
立
て
て
も
何
も
変

わ
り
は
し
な
い
し
、
逆
に
余
計
に
愚

痴
や
ら
嫉
妬
や
ら
に
振
り
回
さ
れ
て

し
ま
う
生
き
方
に
な
っ
て
し
ま
う
で

し
ょ
う
。
「
あ
る
が
ま
ま
に
自
る
」

で
、
い
ま
残
さ
れ
て
い
る
こ
の
体
を

ど
う
使
う
か
、
「
こ
の
残
っ
た
体
で

人
に
喜
ん
で
も
ら
お
う
」
と
い
う
言

葉
に
、
そ
れ
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る

気
が
い
た
し
ま
し
た
。 

 

大
野
さ
ん
は
両
手
が
な
く
不
自
由

だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
残
っ
た
体

で
人
に
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
言

葉
か
ら
、
あ
る
が
ま
ま
を
受
け
入
れ

て
、
不
自
由
な
の
に
「
自
在
」
に
生

活
さ
れ
て
い
ま
す
。 

■
自
在
に
生
き
よ
う 

 

般
若
心
経
の
冒
頭
の
一
文
を
読
ん

で
み
ま
し
ょ
う
。 

「
観
自
在
菩
薩 
行
深
般
若
波
羅
密

多
時 

照
見
五
蘊
皆
空 
度
一
切
苦

厄
」 

 

こ
れ
ま
で
の
お
話
を
ま
と
め
て
訳

し
て
み
る
と
、
私
た
ち
が
、
あ
り
の

ま
ま
を
見
る
正
し
い
も
の
の
見
方
を

す
る
と
、
知
識
や
欲
な
ど
は
絶
対
的

な
も
の
で
は
な
い
と
気
づ
き
、
そ
れ

に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
苦

し
み
悩
み
か
ら
開
放
さ
れ
ま
す
、
と

な
り
ま
す
。 

 

地
震
で
被
災
さ
れ
た
方
に
も
、
あ

る
が
ま
ま
に
自
る
と
い
う
「
自
在
」

の
知
恵
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
も
そ

ん
な
自
在
の
知
恵
を
持
ち
た
い
も
の

で
す
。
そ
の
た
め
に
、
常
に
自
分
は

自
在
に
見
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
あ
る

が
ま
ま
に
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
る

だ
ろ
う
か
と
、
自
ら
を
省
み
る
視
点

を
忘
れ
な
い
こ
と
で
す
。 

 

観
自
在
の
自
在
は
、
自
ら
が
在
る

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
い
ろ
ん
な

物
事
に
振
り
回
さ
れ
な
い
で
、
ま
っ

す
ぐ
に
見
る
自
分
が
い
る
か
ど
う
か

を
確
か
め
な
が
ら
生
活
を
し
て
い
く

こ
と
が
、
自
在
に
生
き
る
こ
と
か
と

思
い
ま
す
。 

 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
岩
手
・

宮
城
内
陸
地
震
に
際
し
、
ご
心
配
い

た
だ
い
た
り
、
お
見
舞
い
の
言
葉
を

い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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一
順
目
の
「
四
国
あ
る
き
遍
路
の

旅
」
が
満
願
を
迎
え
て
か
ら
約
三
ヶ

月
。
二
巡
目
の
あ
る
き
遍
路
が
始
ま
り

ま
し
た
。 

 

一
順
目
は
足
掛
け
七
年
の
歳
月
を
要

し
ま
し
た
が
、
さ
て
二
巡
目
は
何
年
か

か
る
や
ら
。
道
中
も
ま
た
１
４
０
０
ｋ

ｍ
と
も
言
わ
れ
る
長
丁
場
、
ど
う
せ
歩

き
で
す
か
ら
、
慌
て
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
折
角
、
あ
わ
た
だ
し
い
日
常
を

離
れ
る
時
間
を
持
て
る
の
で
す
か
ら
、

じ
っ
く
り
と
歩
い
て
参
り
ま
し
ょ
う
。 

 

き
っ
と
、
貴
重
な
体
験
の
数
々
を
通

し
て
の
新
た
な
気
づ
き
や
学
び
が
、
こ

れ
か
ら
の
生
活
を
変
え
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。 

四国あるき遍路の旅 

二
巡
目
が
ス
タ
ー
ト 

十
番
切
幡
寺 

九
番
法
輪
寺 

八
番
熊
谷
寺 

七
番
十
楽
寺 

六
番
安
楽
寺 

五
番
地
蔵
寺 

五
番
奥
の
院
五
百
羅
漢
堂 

四
番
大
日
寺 

三
番
金
泉
寺 

二
番
極
楽
寺 

一
番
霊
山
寺 

高
野
山
奥
の
院 

高
野
山
金
剛
峰
寺 

十
一
番
藤
井
寺 

平成20年2月29日（金）～3月2日（日） 
  参加者   19名 

  総歩行距離 約45㎞ 

  宿泊地   1泊目 一番札所門前「かどや旅館」 

        ２泊目 七番札所「十楽寺宿坊」 

十番札所切幡寺の参道石段 
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一
番
札
所
霊
山
寺
の
山
門
前
に
て 

  
は
じ
ま
り
は
、
雪
と
雨 

  

二
巡
目
は
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
に
ゆ

か
り
の
深
い
弘
法
大
師
へ
の
お
参
り
か

ら
と
い
う
こ
と
で
、
高
野
山
に
立
ち
寄

り
、
そ
れ
か
ら
四
国
に
渡
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。 

 

二
月
末
、
千
葉
で
は
す
で
に
春
の
兆

し
が
感
じ
ら
れ
る
時
期
で
し
た
が
、
高

再び降り出した雨に、あわてて合羽を着る。 

野
山
に
着
く
と
、
日
陰
に
は
残
雪
が

あ
り
ま
す
。
奥
の
院
へ
の
参
道
は
残

雪
ど
こ
ろ
か
、
真
冬
の
雪
道
と
い
う

感
じ
で
し
た
。 

 

二
日
目
、
四
国
で
の
は
じ
め
て
の

朝
は
雨
で
目
を
覚
ま
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。 

 

経
験
者
に
は
な
ん
と
い
う
こ
と
も

な
い
雨
で
す
が
、
初
め
て
の
人
に
は

不
安
の
幕
開
け
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

 

宿
を
出
る
と
き
に
は
雨
も
上
が
り

ま
し
た
が
、
霊
山
寺
を
お
参
り
し
、

へ
ん
ろ
の
身
支
度
を
整
え
て
歩
き
始

め
る
と
、
ま
た
雨
が
降
り
出
し
、
風

も
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

で
も
、
大
自
然
の
前
に
、
私
た
ち

は
な
ん
と
非
力
な
の
か
は
、
こ
れ
か

ら
い
や
と
い
う

程
知
ら
さ
れ
ま

す
。
ま

ず

は
、

四
国
遍
路
の
入

門

試

験

か
、
小

手
調
べ
と
い
っ

た

と

こ

ろ

で

し
ょ
う
。 

 

観
音
経
の
中
に 

 
 

雲
雷
鼓
掣
電

う
ん
ら
い
く
ー
せ
い
で
ん 

降
雹
澍
大
雲

ご
う
ば
く
じ
ゅ
ー
だ
い
う
ん 

 

 
 

念
彼
観
音
力

ね
ん
ぴ
ー
か
ん
の
ん
り
き 

応
時
得
消
散

お
う
じ
ー
と
く
し
ょ
う
さ
ん 

と
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
き
遍
路
を
す

る
う
ち
に
、
雪
も
雨
も
天
か
ら
の
慈

し
み
の
雪
や
雨
と
思
え
る
こ
こ
ろ
が

育
っ
て
い
く
か
ら
不
思
議
で
す
。 

  

遍
路
古
道
を
行
く 

  

三
番
札
所
金
泉
寺
か
ら
四
番
札
所

大
日
寺
へ
の
へ
ん
ろ
道
に
は
、
古
道

が
残
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
き
遍
路
の

風
情
が
増
し
ま
す
。
で
も
、
気
を
つ

け
て
い
な
い
と
、
高
速
道
路
工
事
の

た
め
に
消
え
て
な
く
な
っ
た
り
、
付

け
替
え
ら
れ
た
へ
ん
ろ
道
も
あ
り
、

見
過
ご
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

自
動
車
や
そ
の
排
気
ガ
ス
を
気
に

せ
ず
、
足
に
負
担
の
か
か
ら
な
い
土

の
道
を
道
し
る
べ
に
し
た
が
っ
て
行

け
ば
、
い
に
し
え
の
遍
路
た
ち
も
こ

の
道
を
歩
い
た
だ
ろ
う
と
、
時
空
を

越
え
た
思
い
が
湧
い
て
き
ま
す
。
す
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 四番札所大日寺への遍路古道に分け入る。 

で
に
同
じ
道
を
何
回
か
歩
い
て
い
る

と
、
前
回
の
自
分
に
あ
っ
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
て
き
ま
す
。
そ
の
と

き
、
ど
ん
な
思
い
で
歩
い
た
の
か
、

ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
た
の
か
思
い
出

そ
う
と
し
て
い
る
自
分
に
気
づ
き
ま

し
た
。
お
そ
ら
く
、
父
親
と
同
じ
職

業
を
選
ん
だ
息
子
が
抱
く
で
あ
ろ
う

気
持
ち
に
似
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
を
、
四
国
遍
路
は
一

人
で
歩
い
て
も
、
「
同
行
二
人
」
と

も
言
い
表
す
の
で
し
ょ
う
。
遍
路
古

道
を
歩
い
て
い
る
と
、
お
大
師
さ
ん

も
こ
の
道
を
歩
い
た
ん
だ
ろ
う
な
と

自
然
に
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
か

ら
・
・
・
。 

 

う
と
思
い
ま
し

た

が
、
「
ば

あ

ち
ゃ
ん
一
人
で

や

っ

て

る

か

ら
、
二
十
人
も

の
団
体
は
無
理

だ

よ
。
」
と

言

わ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
ん

な
へ
ん
ろ
宿
も
ま
だ
残
っ
て
い
ま
し

た
。 

 

長
い
参
道
か
ら
右
に
曲
が
る
と
、

集
落
の
中
の
へ
ん
ろ
道
で
す
。
鈴
の

音
が
、
両
側
の
塀
や
壁
に
反
響
し

て
、
一
段
と
大
き
く
聞
こ
え
る
中

を
、
六
番
札
所
ま
で
約
五
．
三
㎞
で

す
。 

  

近
代
的
宿
坊 

  

六
番
札
所
安
楽
寺
か
ら
七
番
札
所

十
楽
寺
ま
で
は
わ
ず
か
な
距
離
で

す
。 

 

今
日
の
遍
路
中
、
一
番
竜
宮
城
っ

ぽ
い
門
は
、
こ
こ
の
鐘
楼
門
か
も
し

 

長
い
参
道
を
抜
け
て 

  

地
蔵
寺
か
ら
山
門
を
出
る
と
、
大

き
め
の
石
が
敷
き
つ
め
ら
れ
た
参
道

が
続
き
ま
す
。
参
道
の
両
側
に
は
低

い
土
塁
が
築
か
れ
、
土
塁
の
植
え
に

は
桜
の
木
が
植
え
ら
れ
て
、
桜
並
木

を
作
っ
て
い
ま
す
。
寺
号
石
を
過
ぎ

て
も
、
な
お
ま
っ
す
ぐ
な
道
は
、
地

蔵
寺
の
参
道
で
す
。
か
つ
て
は
こ
の

参
道
の
両
側
に
へ
ん
ろ
宿
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
建
物

が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

へ
ん
ろ
の
計
画
を
立
て
る
時
に

は
、
こ
の
参
道
に
面
し
た
「
森
本

屋
」
さ
ん
と
い
う
へ
ん
ろ
宿
に
泊
ろ

地蔵寺の長い参道を歩いて、へんろ道に向かう。 
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七番札所十楽寺。後方左が近代的宿坊。 

れ
ま
せ
ん
。
鐘
楼
門
を
く
ぐ
り
、
石

段
を
登
り
、
山
門
を
く
ぐ
る
と
砂
利

が
敷
き
つ
め
ら
れ
た
境
内
と
な
り
ま

す
。
右
手
に
、
近
代
的
な
白
亜
の
庫

裏
・
納
経
所
・
宿
坊
が
建
っ
て
い
ま

す
。 

 

ま
ず
は
本
堂
と
大
師
堂
に
て
、
二

日
目
最
後
の
お
参
り
で
す
。
無
事
歩

き
通
せ
た
安
堵
感
が
漂
い
ま
し
た
。 

 

宿
坊
に
行
く
と
、
履
物
は
そ
の
ま

ま
で
お
部
屋
ま
で
ど
う
ぞ
と
の
こ

と
。
な
ん
と
こ
こ
は
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ

ル
ば
り
の
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま

し

た
。
部

屋

の

キ

ー

は

カ

ー

ド

キ
ー
、
予
約
す
る
と
き
に
、
「
部
屋

の

基

本

は
、
ツ

イ

ン

ル

ー

ム

で

す
。
」
と
い
う
ぐ
ら
い
で
、
部
屋
は

ツ
イ
ン
ル
ー
ム

が
ほ
と
ん
ど
の

よ
う
で
し
た
。

宿
坊
と
ツ
イ
ン

ル
ー
ム
と
い
う

組

み

合

わ

せ

に
、
一
瞬
耳
を

疑
っ
た
ほ
ど
で

す
。 

 

宿
坊
は
雑
魚
寝
が
基
本
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。
初
め
て
一
緒
に
旅
を
す

る
人
と
の
出
会
い
、
同
室
の
人
と
の

話
の
中
で
の
癒
し
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
四
国
へ
ん
ろ
に
出
か
け
よ
う
と

思
っ
た
き
っ
か
け
を
聞
く
こ
と
も
、

自
ら
の
気
持
ち
を
知
る
い
い
機
会
に

な
り
ま
す
。
そ
ん
な
深
い
話
を
で
き

る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
、
酌
み
交
わ

す
一
献
も
ま
た
い
い
も
の
で
す
。 

 

そ
こ
で
、
宿
坊
の
思
惑
を
曲
げ
て

い
た
だ
い
て
、
で
き
る
だ
け
雑
魚
寝

で
き
る
部
屋
を
予
約
し
て
お
き
ま
し

た
。
折
角
の
団
体
あ
る
き
遍
路
で
す

か
ら
・
・
・
。 

  

初
お
接
待 

  

三
日
目
日
は
、
十
楽
寺
を
出
発
し

て
、
古
い
集
落
を
縫
う
よ
う
に
し
て

八
番
熊
谷
寺
を
お
参
り
し
、
九
番
法

輪
寺
か
ら
は
の
ど
か
な
田
園
風
景
の

中
の
へ
ん
ろ
道
を
行
き
ま
す
。
道
端

に
古
い
道
標
や
お
地
蔵
さ
ん
、
小
さ

な
川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
小
さ
な
お

堂
が
建
っ
て
い
た
り
、
へ
ん
ろ
道
も

昔
な
が
ら
の
の
ど
か
な
空
気
が
漂
っ

て
い
ま
す
。 

 

程
な
く
少
し
大
き
な
道
に
突
き
当

た
り
ま
す
。
そ
の
ま
ま
行
こ
う
か
と

思
い
ま
し
た
が
、
突
き
当
り
の
店
先

で
小
休
止
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

思
わ
ず
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い
そ
う
な

店
先
に
イ
ス
と
テ
ー
ブ
ル
が
だ
し
て

あ

り
、
「
お

遍

路

さ

ん
、
休

ん

で
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い
っ
て
く
だ
さ
い
。
」
と
張
り
紙
が

し
て
あ
り
ま
し
た
。
ご
ち
そ
う
に
な

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
初
接
待
で

す
。
二
十
人
も
の
団
体
で
本
当
に
恐

縮
で
し
た
が
、
お
湯
の
お
変
わ
り
ま

で
お
願
い
し
て
、
な
ん
と
図
々
し
い

こ

と

か
・
・
・
。
店

の

お

ば

さ

ん

が
、
「
昨
日
あ
た
り
か
ら
暖
か
く

な
っ
た
か
ら
、
お
遍
路
さ
ん
も
増
え

た
ね
。
昨
日
ま
で
は
ポ
ッ
ト
一
つ
で

足
り
た
の
に
。
」
と
言
っ
て
快
く
お

湯
の
入
っ
た
ポ
ッ
ト
を
出
し
て
く
れ

ま
し
た
。
い
え
い
え
、
た
ま
た
ま
私

た
ち
の
団
体
あ
る
き
遍
路
が
来
た
か

ら
で
す
よ
と
は
言
え
ず
、
お
い
し
く

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
お
寺 

  

一
番
札
所
か
ら
吉
野
川
北
側
を
西

に
進
ん
だ
へ
ん
ろ
道
は
、
十
番
札
所

切
幡
寺
で
終
わ
り
と
な
り
、
そ
の
あ

と
は
南
下
し
て
吉
野
川
を
渡
り
ま

す
。 

 

切
幡
寺
の
縁
起
で
は
、
そ
の
昔
、

旅
の
僧
が
こ
の
山
の
麓
を
歩
い
て
い

る
と
、
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
た
そ

う
で
す
。
旅
で
痛
ん
だ
衣
を
繕
う
布

を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
機
織
り
の
娘
が

織
り
か
け
の
布
を
施
し
て
く
れ
た
そ

う
で
す
。
そ
ん
な
因
縁
で
、
こ
の
お

寺
は
切
幡
寺
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。 

 

布
切
れ
を
縫
い
を
あ
せ
て
衣
を
作

る
の
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
か
ら

の
こ
と
で
、
今
で
も
お
坊
さ
ん
が
身

に
つ
け
る
袈
裟
は
、
小
さ
な
布
を
縫

い
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
今

で
言
う
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
元
祖
で

す
。
そ
こ
で
、
修
行
僧
の
衣
の
こ
と

を
「
糞
掃
衣
」
と
も
い
い
ま
す
。
人

が
不
要
に
な
っ
た
よ
う
な
汚
い
切
れ

十番札所切幡寺の石段。 

を
縫
い
合
わ
せ
て
作
っ
た
と
い
う
意

味
で
す
。 

 

今
で
は
、
小
さ
な
布
を
縫
い
合
わ

せ
て
作
る
こ
と
は
、
手
間
が
か
か
り

費
用
も
か
か
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
も
と
も
と
は
そ
ん
な
意
味
が

あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
お
寺
の

名
前
が
教
え
て
く
れ
ま
す
。 

 

南
に
下
り
、
吉
野
川
の
沈
下
橋
の

途
中
で
川
風
を
浴
び
な
が
ら
、
小
休

止
を
し
ま
し
た
。
あ
る
き
遍
路
な
ら

で
は
の
、
自

然
と

の
一
体
感
を
満
喫

す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

 

吉
野
川
の
南
岸

に
着
く
と
ほ
ど
な

く
今
回
最
後
の
札

所
藤
井
寺
で
す
。

圓
福
寺
と
同
じ
臨

済
宗
妙
心
寺
派
の

藤
井
寺
を
お
参
り

し
て
、
第
一

回
目

を
終
え
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。 

吉野川に架かる沈下橋で一休み 



圓福寺報                                第５１号 

11 

    遍路 de エコ！ 

            ―－－文字通りのはし


書きです。 
 

■ 温暖化対策 

 

地球温暖化が言われはじめ、CO2排出削減や森林保護など様々な対策が講じられ

ています。国や企業だけでなく、私たち一人ひとりも心がけなければならない時

期が来ているのではないでしょうか。 

 

道歌に「借りおきし、五つのものを四つ返し、本来空に今ぞ戻らん」とあるよう

に、私たちがお借りしている地球もきれいなままお返ししなければなりません。

それは、私たちの子どもや子孫のためにも・・・。 

■ 行脚の必需品 

 

あるき遍路での住職の姿は、臨済宗の行脚の正装です。その行脚の持ち物の一つ

に「箸」があります。食事のお経を読むときの析
たく

（拍子木）代わりにするために、手にするところが極端に太く作られています。

もう一つの意味は、割り箸一本といえども木のいのちがあり、修行中の未熟者の

自分のために木のいのちを奪うことに対する戒めが込められているのです。 

■ 言うは易く 

 

森林保護だとか、木のいのちを守るとか、言うは易くです。わかりきっているこ

とですが、一人でやるとなると恥ずかしかったり、キザだったりします。そこで

、四国あるき遍路の仲間で、みなそれぞれお箸を持参して、エコを実践したいと

思います。皆でやればこわくない、ではなく、できるはずです。 

 

お寺で勝手に、遍路用箸などと銘打って作ってしまいました。このお箸を忘れず

にご持参下さい。 

■ 長寿箸 

 

これから、何年かかけて四国八十八ヶ所を歩いて回ろうなんて、気が長い皆さん

。「気が長い」→「意気が長い」→「生きが長い」となります。そんな皆さんが

持つお箸は、長寿のお箸になるはずです。 

                         圓福寺 

 ２巡目の四国あるき遍路の旅では、エコ対策のために下記のような趣旨

で「マイはし」を持って歩くことにしました。 
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―
―
―
寺
報
五
〇
号
に
寄
せ
て
（
そ
の
２
） 

 

『
臨
済
録
』
を
横
断
縦
断
し
て
・
・
・
。 

花
園 

 
 

渡
辺 

勇 

 

今
回
は
「
臨
済
宗
の
祖
師
」
で
あ
る
臨
済

禅
師
の
「
語
録
」
を
、
私
が
感
じ
た
ま
ま
で

き
る
だ
け
分
か
り
や
す
く
が
伝
え
ら
れ
た
ら

と
思
い
ま
す
。 

 

ま
ず
最
初
は
、
「
こ
の
赤
肉
団
上
に
一
無

位
の
真
人
が
い
る
。
ま
だ
見
届
け
て
い
な
い

者
は
、
さ
あ
看
よ
！
」
で
す
。 

 

一
般
的
に
は
「
見
る
」
と
言
い
ま
す
が
、

臨
済
が
「
看
よ
」
と
い
っ
た
の
は
ど
う
い
う

ふ
う
に
み
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

「
看
る
」
は
看
護
と
か
看
守
と
か
看
過
と
い

う
熟
語
に
つ
か
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
看
る
」

の
意
味
は
「
よ
く
み
る
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
目
の
上
に
手
を
か
ざ
し
て
よ
く
見
る
と

い
う
の
が
、
原
意
の
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら

坐
禅
中
も
、
日
常
生
活
で
も
「
よ
く
よ
く
み

よ
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

「
よ
く
じ
っ
と
看
る
」
と
、
こ
の
肉
の
塊

の
中
に
、
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

真
人
が
い
る
。
よ
く
看
て
み
ろ
、
と
臨
済
は

言
っ
て
い
ま
す
。
う
っ
か
り
、
ぼ
ん
や
り
、

み
て
い
る
と
、
そ
れ
は
見
え
な
い
ぞ
、
と
叱

咤
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

で
は
通
常
、
私
た
ち
が
ど
ん
な
ふ
う
に
み

て
い
る
か
を
、
臨
済
禅
師
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

言
っ
て
い
ま
す
。 

「
他
人
の
言
葉
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
な
と
い
う

２巡目 四国あるき遍路の旅 
¨時間があれば行きたい方・・・土日を利用しての二泊三日の旅です。 

¨まだ遍路に行く年でもないからという方・・・体力のあるうちですよ。 

¨興味はあるんだけどという方・・・思い立ったが吉日といいます。 

¨どんな人が一緒なのか不安な方・・・一緒に歩けば、皆、仲間になりますよ。 

¨体力に自信のない方・・・マイペースで大丈夫。疲れたらタクシーも可。 

¨わからないことがある方・・・どうぞお問い合わせください。 

第２回 
 

二
巡
目
の
第
二
回
の
参
加
者
を
募
集
い

た
し
ま
す
。 

 

二
回
目
は
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
最
初
の

難
所
と
い
わ
れ
る
「
焼
山
寺
」
へ
の
へ
ん

ろ
道
を
行
き
ま
す
。
こ
こ
を
歩
く
こ
と

で
、
あ
る
き
遍
路
も
よ
う
や
く
一
人
前
で

す
。 

 

【
日
程
】 

十
一
月
十
四
日
（
金
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

～
十
六
日
（
日
） 

 

【
旅
程
】 

飛
行
機
に
て
徳
島
へ
。
徳
島

近
郊
の
札
所
を
お
参
り
の
後
、
十
一

番
門
前
に
て
宿
泊
。
二
日
目
朝
か
ら

十
二
番
焼
山
寺
に
向
け
て
山
中
の
へ

ん
ろ
道
を
歩
く
。
夕
方
焼
山
寺
着
、

宿
坊
泊
。
三
日
目
、
焼
山
寺
か
ら
再

び
山
中
の
へ
ん
ろ
道
を
経
て
、
川
沿

い
の
へ
ん
ろ
道
を
歩
い
て
、
十
三
番

札
所
を
目
指
す
。 

 
 

総
歩
行
距
離 

約
四
十
二
㎞ 

 

【
参
加
費
】 

約
五
～
六
万
円
を
予
定 

 

【
申
込
】 

お
電
話
・
メ
ー
ル
な
ど
で
、

お
寺
ま
で
お
申
込
下
さ
い
。 
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こ
と
だ
け
だ
。
自
力
で
や
ろ
う
と
思
っ
た

ら
、
す
ぐ
や
る
こ
と
だ
。
決
し
て
た
め
ら
う

な
。
」 

「
お
前
た
ち
、
こ
う
し
て
外
に
音
声
言
語
が

発
せ
ら
れ
る
の
は
、
心
中
に
分
別
し
た
り
思

慮
し
た
り
し
た
も
の
の
表
現
で
、
そ
れ
に
は

ま
ず
意
思
が
動
い
て
想
念
を
起
こ
す
の
だ
。

だ
か
ら
そ
れ
ら
は
み
な
衣
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
お
前
た
ち
は
無
依
の
道
人
が
き
て
い
る

衣
だ
け
に
目
を
注
い
で
、
そ
れ
を
真
実
だ
と

考
え
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
、
た
と
え

無
限
の
年
月
修
行
し
て
も
、
迷
い
の
世
界
に

輪
廻
す
る
生
活
は
変
わ
ら
な
い
ぞ
。
」 

 

つ
ま
り
、
臨
済
禅
師
は
、
わ
れ
わ
れ
の
姿

を
、
次
の
よ
う
に
看
て
お
ら
れ
る
。 

 

言
葉
か
ら
受
け
る
刺
激
に
ま
ど
わ
さ
れ

る
、
と
か
、
そ
と
か
ら
く
る
感
覚
的
な
情
報

に
振
り
回
さ
れ
る
、
だ
と
か
、
意
思
が
は
た

ら
い
て
想
念
が
言
葉
を
発
す
る
が
、
そ
う
し

た
も
の
を
「
自
己
」
だ
と
思
っ
て
い
る
、
と

か
、
そ
れ
ら
の
衣
を
着
て
、
今
現
に
躍
動
し

て
い
る
真
人
を
信
じ
よ
う
と
し
な
い
。 

 

そ
れ
が
、
臨
済
禅
師
の
見
方
で
、
そ
ん
な

こ
と
で
は
い
つ
ま
で
も
六
趣
輪
廻
を
抜
け
だ

せ
な
い
ぞ
。
位
置
づ
け
よ
う
も
な
い
「
そ
い

つ
」
を
つ
か
ま
え
ろ
、
と
臨
済
禅
師
は
言
っ

て
い
ま
す
。 

 

で
は
、
「
そ
い
つ
」
と
は
一
体
な
ん
で

し
ょ
う
か
。 

「
そ
こ
で
こ
の
説
法
を
聞
い
て
い
る
そ
い
つ

豊後の名刹参拝と名湯の旅 
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が
そ
う
だ
。
」 

「
修
行
者
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
が
今
、
説
法

を
聞
い
て
い
る
も
の
は
、
お
前
た
ち
の
肉
体

で
は
な
い
。
そ
の
肉
体
を
使
っ
て
い
る
主
人

公
な
の
だ
。
」 

 

「
そ
い
つ
」
と
い
う
の
は
、
自
己
だ
と

か
、
自
我
だ
と
か
、
自
分
自
身
だ
と
か
、
そ

う
し
た
言
葉
で
固
め
て
し
ま
う
も
の
で
は
な

い
ら
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
位
置
づ
け
る
こ

と
が
困
難
だ
、
そ
う
し
た
概
念
や
観
念
で
と

ら
え
ら
れ
な
い
ぴ
ち
ぴ
ち
と
は
た
ら
い
て
い

る
肝
心
の
「
そ
い
つ
」
と
い
う
の
は
、
な
に

も
の
に
も
依
存
し
な
い
、
拠
り
所
に
す
る
も

の
を
も
っ
て
い
な
い
「
そ
い
つ
」
で
あ
る
か 

ら
、
は
た
ら
い
た
跡
形
を
残
さ
な
い
の
だ
と

い
う
。
だ
か
ら
、
理
性
だ
と
か
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し

て
や
、
「
お
れ
が
や
っ
た
ん
だ
。
」
と
か
、

「
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
、
あ
ん
な
こ
と
を
言
い

や
が
っ
て
・
・
」
と
い
う
よ
う
な
感
情
の
跡

を
の
こ
さ
な
い
「
そ
い
つ
」
で
あ
る
。 

 

「
眼
で
は
見
、
耳
で
は
聞
き
、
鼻
で
は
か

ぎ
、
口
で
は
話
し
、
手
で
は
つ
か
ま
え
、
足

で
は
歩
い
た
り
走
っ
た
り
す
る
が
、
も
と
も

と
こ
れ
も
一
心
が
感
覚
器
官
を
通
し
て
は
た

ら
く
の
だ
。
根
本
の
一
心
が
無
で
あ
る
と
徹

底
し
た
な
ら
ば
、
い
か
な
る
境
界
に
あ
っ
て

も
解
脱
だ
。
」 

「
お
前
た
ち
の
胸
中
に
去
来
す
る
一
念
一
念

が
そ
の
ま
ま
実
体
の
無
い
こ
と
に
徹
底
す
れ

大
本
山
妙
心
寺
開
山
無
相
大
師
六
五
○
年
遠
諱

大
本
山
妙
心
寺
開
山
無
相
大
師
六
五
○
年
遠
諱  

大
法
会
参
拝
の
旅  

 

参
加
者
募
集 

 

来
年
は
、
妙
心
寺
開
山
様
の
六
五
〇
年
忌
の
正
当
年
で

す
。
大
本
山
妙
心
寺
で
は
、
右
の
通
り
大
法
会
を
厳
修
い

た
し
ま
す
。 

 

そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
圓
福
寺
で
は
左
記
ご
案
内
の
通

り
、
お
参
り
に
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 



圓福寺報                                第５１号 

15 

ば
、
そ
れ
を
喚
ん
で
悟
り
と
い
う
。
」 

 

一
心
が
無
、
だ
と
か
、
実
体
が
無
い
、
と

い
う
臨
済
禅
師
の
こ
と
ば
が
出
て
き
ま
し

た
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
私
が
坐
禅
を
し
て
い

て
経
験
し
た
こ
と
を
述
べ
る
の
が
一
番
良
い

と
思
う
。
坐
禅
は
呼
吸
に
意
識
を
集
中
す

る
。
と
こ
ろ
が
無
理
や
り
そ
う
し
た
集
中
力

を
は
た
ら
か
せ
て
い
て
も
、
そ
う
長
く
は
続

か
な
い
か
ら
、
た
だ
意
識
の
動
い
て
い
る
と

こ
ろ
、
妄
想
が
湧
い
て
出
て
く
る
と
こ
ろ

に
、
ど
か
り
と
坐
り
込
ん
で
い
る
と
、 

「
一
念
一
念
に
は
実
体
が
無
く
、
ち
ょ
う
ど

響
き
が
空
中
に
こ
だ
ま
す
る
よ
う
な
も
の

だ
。
」
と

い

う

実

感

を

体

験

す

る
。
あ

あ
っ
、
「
無
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ

と
だ
っ
た
の
か
。 

 

次
に
臨
済
が
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
み
よ

う
。 

「
お
前
た
ち
の
今
の
は
た
ら
き
に
何
が
欠
け

て
い
て
、
そ
こ
を
ど
う
補
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
の
か
。
」 

「
今
こ
そ
、
自
ら
が
ほ
ん
ら
い
無
事
の
人
で

あ
る
と
知
る
は
ず
だ
。
残
念
な
が
ら
お
前
た

ち
は
そ
れ
を
信
じ
き
れ
な
い
た
め
に
、
外
に

向
か
っ
て
せ
か
せ
か
と
求
め
ま
わ
る
。
」 

「
現
在
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
だ
。
そ
こ
に

な
ん
の
悟
る
の
悟
ら
な
い
の
沙
汰
が
あ
ろ

う
。
」 

 

そ
こ
ま
で
臨
済
に
言
わ
れ
る
と
、
「
な
ぁ

ん
だ
、
そ
ん
な
簡
単
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
」

■
日 

程 

平
成
二
十
一
年
四
月
八
日

（
水
）
～
十
日
（
金
） 

 

■
旅 
程 

 

一
日
目 
新
幹
線
に
て
京
都
。
妙
心
寺
に
て

大
法
会
参
拝
。
妙
心
寺
宿
坊
「
花

園
会
館
」
泊
。 

二
日
目 

京
都
国
立
博
物
館
に
て
「
妙
心
寺

展
」
（
左
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
参
照
）

見
学
。
バ
ス
に
て
長
浜
、
国
宝
彦

根
城
拝
観
。
長
良
川
温
泉
「
岐
阜

グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
」
泊
。 

三
日
目 

妙
心
寺
奥
の
院
「
正
眼
寺
」
（
普

段
は
拝
観
謝
絶
）
参
拝
。
国
宝
犬

山
城
拝
観
。
名
古
屋
か
ら
新
幹
線

に
て
帰
路
。 

 

■
募
集
人
数 

四
十
名 

 

■
参
加
費 

 

■
申 

込 

お
寺
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。 
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と
気
づ
き
ま
す
。
誰
に
で
も
、
私
の
経
験
し

た
こ
と
は
経
験
で
き
る
は
ず
で
す
。
無
が
湧

き
出
し
口
に
な
っ
て
い
る
活
溌
溌
地
の
念
い

で
す
。
六
祖
が
言
っ
た
「
あ
り
の
ま
ま
の
念

い
」
で
す
。 

 

臨
済
は
さ
ら
に
、 

「
お
前
た
ち
よ
、
ど
ん
な
場
合
で
も
自
己
が

は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
、
外
境
に
い
か
な
る

変
化
が
起
っ
て
も
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
」 

「
君
た
ち
は
、
そ
の
場
そ
の
場
で
主
人
公
と

な
れ
ば
、
お
の
れ
の
在
り
場
所
は
み
な
真
実

の
場
と
な
り
、
い
か
な
る
外
的
条
件
も
、
そ

の
場
を
取
り
替
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
」 

 

あ
り
の
ま
ま
の
念
い
は
、
な
に
も
の
に
も

依
存
し
な
い
独
立
し
た
真
人
の
活
動
で
、
諸

仏
の
母
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
仏
も
ま
た
実

体
と
し
て
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
体
験
で
き

る
の
で
す
。 

 

朝
比
奈
宗
源
老
師
と
入
矢
義
高
先
生
の
臨

済
録
を
、
横
断
縦
断
し
て
読
み
な
が
ら
、
円

福
寺
の
坐
禅
会
に
参
加
し
て
、
私
が
気
が
つ

い
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
ま
だ
到

ら
ぬ
と
こ
ろ
だ
ら
け
で
は
あ
り
ま
す
が
、
得

が
た
い
体
験
を
し
た
ん
だ
と
い
う
、
喜
び
を

感
じ
て
い
ま
す
。 

 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
円
福
寺
の
宗
格

和
尚
と
坐
禅
会
へ
の
深
い
感
謝
の
気
持
ち
。

そ
れ
と
同
時
に
、
寺
報
の
五
〇
号
発
刊
を
心

か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
、
拙
文
を
終
わ
り

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

合
掌 

 
 

 

毎
年
恒
例
の
施
餓
鬼
会
が
、
七
月
五
日
・
六

日
の
両
日
に
わ
た
っ
て
、
初
盆
施
餓
鬼
な
ら

び
に
山
門
施
餓
鬼
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
二
日
間
だ
け
、
急
に
蒸
し
暑
く
な
り
ま
し

た
が
、
堂
内
は
空
調
設
備
の
お
か
げ
で
気
持

ち
よ
く
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

両
日
と
も
、
法
要
に
先
立
っ
て
、
「
三
宝

さ
ん
ぼ
う

恭
敬

く
ぎ
ょ
う

御
和
讃
」
と
「
み
ほ
と
け
は 

ご
詠

歌
」
が
奉
詠
さ
れ
、
読
経
と
は
違
っ
た
柔
和

な
音
声
が
堂
内
に
あ
ふ
れ
ま
し
た
。 

 

六
日
の
山
門
施
餓
鬼
に
は
、
十
一
名
も
の

和
尚
様
方
が
御
出
頭
く
だ
さ
り
、
厳
粛
な
お

施
餓
鬼
と
な
り
ま
し
た
。 

 

二
日
間
合
わ
せ
て
、
二
百
五
十
余
名
の
方

が
お
参
り
下
さ
い
ま
し
た
。 

  

「
み
ほ
と
け
は 

ご
詠
歌
」 

 

み
ほ
と
け
は 

 
 
 

ど
こ
に
お
わ
す
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

尋
ぬ
る
に 

 

た
ず
ぬ
る
人
の 

 
 
 
 
 

胸
の
あ
た
り
に 

このページの写真は石川信子さんです。 

バックの蓮の写真は千葉公園の池だそうです。 
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「
さ
く
ら
は
ど
れ
？
」 

 
先
日
は
、
た
く

さ
ん
の
Ｑ※

園
隊
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
原
っ

ぱ
で
お
弁
当
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に

と
思
い
、
前
々
日
か
ら
草
刈
り
を
し

ま
し
た
。
機
械
で
何
往
復
も
す
る
途

中
、
草
の
中
か
ら
か
わ
い
い
き
れ
い

な
花
が
た
く
さ
ん
顔
を
の
ぞ
か
せ
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
花
の
名
前
が

と
ん
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
小
学
生
か

ら
理
科
を
勉
強
し
た
り
、
高
校
で
は

「
生
物
」
を
選
択
も
し
ま
し
た
。
そ

れ
で
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
え

ば
、
高
校
の
と
き
に
勉
強
し
た
「
生

物
」
で
、
今
役
立
っ
て
い
る
も
の
は

何
だ
ろ
う
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
生
物
の
成
り
立
ち
や
組
織
な
ど

を
勉
強
す
る
よ
り
も
、
あ
の
と
き
、

一
つ
で
も
多
く
の
花
の
名
前
を
覚
え

た
り
し
と
い
た
方
が
、
後
々
の
生
活

を
心
豊
か
に
し
た
か
も
知
れ
な
い
の

に
・
・
・
、
と
思
っ
て
い
た
ら
、
か

わ
い
ら
し
い
花
を
草
刈
り
機
で
刈
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
今
回
の
Ｑ
園
隊
で
は
、

ネ※

イ
チ
ャ
ー
ラ
ン
ド
の
植
物
の
名
札

つ
け
を
手
伝
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

（
お
疲
れ
の
と
こ
ろ
、
恐
縮
で
し
た

が
・
・
・
。
） 

 

名
札
に
書
か
れ
て
い
る
植
物
を
探

し
て
、
ウ
ッ
デ
ィ
な
名
札
を
付
け
て

く
る
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
で
す
。
う

め
・
さ
く
ら
・
く
わ
な
ど
と
い
っ
た

見
慣
れ
た
も
の
か
ら
、
う
わ
み
ず
ざ

く
ら
・
エ
ゴ
ノ
キ
な
ど
の
聞
き
な
れ

な
い
も
の
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
名
札

を
作
り
ま
し
た
。 

 

う
め
は
ま
だ
苗
木

で
す
か
ら
分
か
ら
な

い
の
も
分
か
ら
な
い

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
も
、
さ
く
ら
を
見

つ
け
ら
れ
な
い
人
も

い
た
そ
う
で
す
。
花

が
咲
い
て
い
た
ら
わ

か
る
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
う
し
て
み
る
と
、

私
た
ち
は
植
物
の
一
面
し
か

見
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
花

が
散
っ
た
ら
、
と
た
ん
に
桜
か
何
か

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

そ
の
日
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
い

て
、
私
た
ち
大
人
が
子
ど
も
を
見
る

と
き
、
そ
の
子
の
良
い
点
や
悪
い
点

な
ど
の
特
徴
的
な
と
こ
ろ
ば
か
り
見

て
育
て
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
普
段

の
さ
り
げ
な
い
日
常
の
姿
も
き
ち
ん

と
見
て
、
良
い
点
ば
か
り
じ
ゃ
な

い
、
悪
い
点
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
と
見

る
こ
と
も
大
切
だ
な
あ
と
思
い
ま
し

た
。 

 

「
桜
」
と
い
え
ば
春
を
代
表
す
る

花
で
す
が
、
花
だ
け
で
な
く
、
葉
っ

ぱ
や
実
に
も
さ
く
ら
の
特
徴
が
あ

り
、
そ
れ
ら
を
見
て
「
桜
」
と
わ
か

る
こ
と
が
心
豊
か
に
し
て
く
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
葉
っ
ぱ
を
見
つ
け

て
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
桜
が
あ
っ
た

ん
だ
、
来
年
の
春
、
花
を
見
に
来
て

見
よ
う
と
楽
し
み
が
増
え
ま
す
か

ら
・
・
・
。 

（
７
月
の
「
園
だ
よ
り
」
か
ら
） 

※
Ｑ
園
隊
・
・
・
市
原
の
畑
の
お
世
話
を
し
て
く
だ
さ

る
保
護
者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
名
前
。 

※
ネ
イ
チ
ャ
ー
ラ
ン
ド
・
・
・
市
原
別
院
用
地
に
あ
る

幼
稚
園
の
自
然
体
験
園
の
名
前
。 
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平
成
二
十
年
上
半
期 

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄 

        

２
月 

       

１
月 

29
日
～
３
月
２
日 

28
日 

25
日
～
26
日 

20
日 

14
日 

８
日
～
10
日 

 

６
日 

３
日 

30
日 

28
日 

26
日 

22
日 

20
日 

16
日 

１
日
～
３
日 

１
日 

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅
（
二
‐
一
回
目
） 

ご
詠
歌
自
主
練
習 

臨
済
宗
青
年
僧
の
会 

於
浜
松 

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座 

ご
詠
歌
自
主
練
習 

幼
稚
園
、
職
員
研
修
旅
行 

幼
稚
園
、
涅
槃
会 

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座 

写
経
会 

平
林
寺
老
大
師
相
見 

東
京
教
区
第
七
部
部
内
会 

幼
稚
園
バ
ザ
ー
「
く
す
の
き
ま
つ
り
」 

幼
稚
園
、
千
葉
県
学
事
課
検
査 

花
園
会
新
年
会 

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座 

修
正
会 

新
春
ご
祈
祷 

  

６
月 

    

５
月 

  

４
月 

        

３
月 

21
日
～
23
日 

８
日 

４
日 

21
日 

17
日 

16
日 

11
日 

７
日 

18
日 

16
日 

10
日 

28
日
～
30
日 

23
日 

22
日 

16
日 

15
日 

13
日 

９
日 

７
日 

５
日 

土
曜
会
、
豊
後
の
名
刹
参
拝
と
名
湯
の
旅 

写
経
会 

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座 

花
園
会
ゴ
ル
フ
大
会 

土
曜
会
、
市
原
ボ
ラ
ン
テ
ラ 

絵
手
紙
供
養 

写
経
会 

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座 

取
手
長
禅
寺
観
音
祭
り 

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座 

幼
稚
園
、
入
園
式 

冬
の
寺
子
屋 

於
群
馬
県
玉
原 

取
手
長
禅
寺
彼
岸
法
要 

彼
岸
法
話
会 

布
教
師 

藤
原
東
演
師 

彼
岸
法
要
・
先
住
職
七
回
忌 

幼
稚
園
、
卒
園
式 

ご
詠
歌
講
習
会 

写
経
会 

月
例
役
員
会 

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座 

 
18
日 

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座 
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平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日

科　目 金　額 備　　　　　　　　　考
前年度繰越金 265,191
お寺より活動費 1,450,000
行事収入 493,510 年越し参り、地蔵盆

参加費収入 1,108,382 土曜会・新年会・写経・ご詠歌ほか各種行事参加費を含む

雑収入 1,124 預金決算利息

歳入合計 3,318,207

宗派賦課金 167,500 本山納付花園会費、災害見舞金ほか

行事費 1,866,266 年越し参り・禅童会・土曜会・写経会・ご詠歌ほか

事務費 186,216 行事案内状の印刷費・郵送料を含む

会議費 368,818 月例役員会ほか

研修費 158,000 ６５０年遠諱大法会参拝参加費２名（東京教区７部）

慶弔費 115,135 霊桃寺香典・花輪、長禅寺、福田様ご尊父、斉藤元会長香典

寄付金 113,925 二人掛け椅子　１０脚　お寺に寄贈

人件費 120,000 事務手伝い謝礼

雑費 5,644 ご詠歌道具一式引き取り料ほか

歳出合計 3,101,504

剰余金の￥216,703は次年度繰越金としました。

平成１９年度花園会会計報告

歳
　
入

歳
　
出

　

-15 杉本　朝春

柴田　英才 杉本　朝春
白波瀬　裕二 柴田　英才
福田　和夫 小山　稔
荒井　恒夫 岡本　報顕

ベストアップ

ニアピン
ドラコン

ドラタン

５月２１日 於：真名カントリークラブ ｹﾞｰﾘｰﾌﾟﾚｰﾔｰｺｰｽ 

順位 ｸﾞﾛｽ ﾊﾝﾃﾞｨ ﾈｯﾄ
優勝 杉本　朝春 82 21 61

準優勝 松田　汎司 98 24 74
３位 白波瀬　裕二 97 22.8 74.2
４位 柴田　英才 96 21.6 74.4
５位 松丸　正憲 91 15.6 75.4

 

新
緑
の
五
月
、
天
候
に

も
恵
ま
れ
て
、
二
十
七
回

目
の
花
園
会
ゴ
ル
フ
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。 

 
房
総
の
軽
井
沢
と
形
容

す
る
人
も
い
る
真
名
の
山

中
。
き
れ
い
な
緑
、
き
れ

い
な
空
気
、
後
は
腕
前
だ

け

が
・
・
・
な

の

で

す

が
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
実

力
を
発
揮
し
て
、
白
熱
し

た
試
合
で
し
た
。
結
果
は

表
の
通
り
で
す
。
結

果
を
見
る
と
、
杉
本

さ
ん
の
大
差
の
勝
利

で
、
白
熱
し
て
い
た

の
は
、
二
位
以
下
の

参
加
者
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

ベ
ス
ト
ア
ッ
プ
賞
は
、
前
回
の
ス

コ
ア
よ
り
良
い
ス
コ
ア
に
な
っ
た
人

の
ト
ッ
プ
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
与
え
ら

れ
る
賞
で
す
。
な
ん
と
杉
本
さ
ん
は

前
回
よ
り
十
五
も
ス
コ
ア
が
縮
ま

り
、
優
勝
と
あ
わ
せ
て
の
受
賞
と
な

り
、
活
き
た
毛
ガ
ニ
は
じ
め
、
た
く

さ
ん
の
賞
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。 

 
い
つ
も
以
上
に
パ
ー
テ
ィ
も
盛
り

上
が
り
、
閉
会
と
な
り
ま
し
た
。 

 

参
加
者
の
罰
金
で
集
め
ら
れ
た

チ
ャ
リ
テ
ィ
は
、
妙
心
寺
お
か
げ
さ

ま
献
金
を
通
し
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
サ

イ
ク
ロ
ン
と
中
国
四
川
省
地
震
へ
の

義
援
金
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
義
援
金
額
は
、
三
万
五
百
円
で

し
た
。 

 

次
回
は
、
十
月
二
十
二
日
（
水
）

に
開
催
予
定
で
す
。
皆
様
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 
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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
今
年
で
第
十
七
回
。
今
年
は
八
月
二
十
三
日
で
す
。 

 

参
道
の
両
側
に
、
「
禅
童
会
」
に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
が
作
っ
た
灯
籠

が
飾
ら
れ
、
境
内
の
わ
ら
べ
地
蔵
た
ち
に
お
灯
明
が
あ
げ
て
、
本
堂
で
は
、

水
子
供
養
、
ペ
ッ
ト
・
人
形
の
供
養
。
そ
の
お
灯
明
を
頂
い
て
の
「
み
た
ま

送
り
」
、
幼
稚
園
児
の
盆
踊
り
と
な
り
ま
す
。 

午後５時   供養受付（本堂にて） 

  ５時半  水子・ペット・人形供養 

  ６時   御霊送り 

  ８時   模擬店閉店・地蔵盆終了 

子どもたちのお盆 

８月２３日（土） 

お
品
書
き 

手
作
り
焼
き
そ
ば
、

炭
火
や
き
と
り
、
山

形
産
玉
コ
ン
ニ
ャ

ク
、
昔
な
つ
か
し
の

駄
菓
子
、
市
原
産
米

の
ポ
ン
菓
子
の
実
演

販

売
、
冷

た

い

生

ビ
ー
ル
、
ジ
ュ
ー
ス
、

こ
こ
ろ
し
ず
か
に
野

点
の
一
服
、
そ
の
他 

ご
供
養
の
ご
案
内 

 

地
蔵
盆
で
は
、
水
子
供
養
と
ペ
ッ

ト
の
供
養
、
人
形
の
供
養
と
お
焚
き

上
げ
を
し
て
お
り
ま
す
。
供
養
を
な

さ
り
た
い
方
は
、
添
付
の
申
込
書
を

郵
送
し
て
下
さ
る
か
、
お
電
話
に
て

お
申
込
下
さ
い
。 

＊
供
養
料 

 

水 
子 

一
霊
位 

三
千
円 

 

 

ペ
ッ
ト 
一
霊 

 

千 

円 
 

 

人 

形 
一
体 

 

千 

円 
 

＊
供
養
料
は
当
日
の
受
け
付
け
で

す
。 


