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「
寂
然
不
動
」
（
じ
ゃ
く
ね
ん
ふ
ど
う
）

寂
然
と
し
て
動
か
ず
。
易
経
に
あ
る
言
葉
で
、
無
心
無
為
、

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

じ
っ
と
動
か
な
け
れ
ば
、
天
の
動
き
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

妙心寺派管長 又玄窟 河野太通老大師御染筆
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毎
年
、
幼
稚
園
の
健
康
診
断
で
血

糖
値
が
高
め
で
す
ね
と
言
わ
れ
、
少

し
ダ
イ
エ
ッ
ト
し
た
方
が
い
い
で
す

よ
と
注
意
さ
れ
ま
す
。
基
礎
代
謝
が

低
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
若
い
時
と

同
じ
よ
う
な
気
で
食
べ
て
し
ま
い
が

ち
で
す
。
量
的
に
は
十
分
な
の
に
、

つ
い
つ
い
貪
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
挙

句
、
メ
タ
ボ
の
仲
間
入
り
で
す
。
飼

い
主
に
似
る
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の

で
、
我
が
家
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
ダ
ッ
ク

ス
も
、
そ
の
長
い
胴
ゆ
え
太
い
ハ
ム

の
よ
う
な
体
型
に
な
っ
て
お
り
、
獣

医
さ
ん
に
余
計
な

も
の
を
食
べ
さ
せ

な
い
よ
う
に
と
注

意

さ

れ

て

い

ま

す
。

■
人
に
三
毒
あ
り

そ
ん
な
結
果
を
生
む
「
む
さ
ぼ

り
」
を
筆
頭
に
、
人
間
の
煩
悩
を
た

と
え
て
、
仏
教
で
は
「
三
毒
」
と
い

い
ま
す
。
あ
と
の
二
つ
は
、
「
い
か

り
」
「
お
ろ
か
さ
」
で
、
『
菩
提
和

讃
』
の
中
で
は
、
「
貪
り

む
さ
ぼ
り

瞋
り

い
か
り

痴
さ

お
ろ
か
さ

の

煩
悩
し
げ
き
三
毒
に

闇
き

く
ら
き

迷

い
の
日
々
と
な
る
」
と
説
か
れ
て
い

ま
す
。

人
は
、
こ
の
三
毒
を
生
ま
れ
な
が

ら
に
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
ま
れ
た

ば
か
り
の
子
や
小
さ
い
子
を
考
え
て

み
る
と
、
お
っ
ぱ
い
や
ミ
ル
ク
を
欲

し
が
る
の
は
生
き

て
い
く
た
め
に
当

然

の

こ

と

で

す

が
、
必
要
以
上
に

欲
し
が
る
こ
と
は

な
い
は
ず
で
す
。

こ
の
子
は
い
く
ら
で
も
飲
む
か
ら
と

言
っ
て
必
要
以
上
に
与
え
た
こ
と
が

あ
る
か
ら
、
次
第
に
も
っ
と
も
っ
と

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

お
な
か
が
す
い
た
よ
ー
っ
と
、
泣

く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
ん
な
に
腹

が
へ
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
の
は
、
親

の
せ
い
だ
な
ど
と
怒
っ
て
み
た
り
、

人
の
せ
い
に
し
て
当
た
り
散
ら
す
こ

と
な
ど
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
見
て
み
る
と
、
「
三
毒
」
は

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
大
き
く
な
る
に
従
っ

て
身
に
付
い
て
し
ま
う
も
の
と
言
え

ま
す
。
そ
こ
で
、

「
幼
子

お
さ
な
ご

の

次
第
次
第
に
智
慧
づ

き
て

仏
に
遠
く

な
る
ぞ
悲
し

き
」

と
い
う
歌
も
あ
り
ま
す
。
三
毒
を
持

今
日
の
勤
め
の

 
 
 

田
草
と
る
な
り
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た
な
い
幼
子
た
ち
は
、
み
な
仏
さ
ん

と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
習

し
、
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪

知
恵
・
サ
ル
知
恵
・
浅
知
恵
な
ど
を

身
に
つ
け
て
、
同
時
に
「
貪
り

む
さ
ぼ
り

瞋
り

い
か
り

痴
さ

お
ろ
か
さ

」
の
三
毒
も
身
に
つ
け
、
そ
れ

に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か

と
戒
め
て
い
ま
す
。

情
報
化
時
代
、
Ｉ
Ｔ
時
代
と
い
っ

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
い
ろ
ん
な

情
報
が
手
に
入
り
ま
す
。
す
る
と
、

そ
こ
で
得
た
情
報
が
す
べ
て
正
し
い

と
鵜
呑
み
に
す
る
痴
さ
が
生
ま
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
書
籍
に
良
書
・
悪
書

が
あ
る
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

だ
っ
て
善
意
の
サ
イ
ト
も
あ
れ
ば
悪

意
の
サ
イ
ト
だ
っ
て
、
残
念
な
が
ら

た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
で
す
。

お
医
者
さ
ん
に

処
方
さ
れ
た
薬
の

情
報
も
い
く
ら
で

も
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
貪
る
よ

う
に
手
に
入
れ
た
情
報
を
も
と
に
、

自
分
の
症
状
に
は
お
医
者
さ
ん
が
処

方
し
た
薬
よ
り
別
な
薬
の
方
が
い
い

の
で
は
な
い
か
、
と
自
分
の
病
気
が

治
ら
な
い
瞋
り

い
か
り

の
矛
先
を
お
医
者
さ

ん
に
向
け
て
見
る
な
ど
と
い
う
痴
さ

お
ろ
か
さ

ま
で
生
ま
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ま
さ
に
、
人
に
三
毒

あ
り
で
す
。

■
仏
の
姿
に
か
わ
ら
ね
ば

で
は
、
ど
う
し
た
ら
三
毒
を
な
く

せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
く
す
こ
と

が
で
き
な
く
と
も
、
三
毒
に
毒
さ
れ

ず
に
い
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で

世
界
中
が
沸
き
ま
し
た
。
開
催
国
の

南
ア
フ
リ
カ
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に

人
種
隔
離
政
策
と
い
う
悲
し
い
歴
史

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
間
も
赤
ち
ゃ

ん
は
生
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。
生

ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
は
、
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
白
人
、
カ
ラ
ー
ド
と
い
う

混
血
児
、
ア
ジ
ア
人
、
黒
人
と
分
け

ら
れ
ま
し
た
。
の
ち
に
、
こ
の
人
種

隔
離
政
策
は
「
人
類
に
対
す
る
犯

罪
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
完
全
撤
廃
さ

れ
ま
し
た
が
、
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん

は
、
自
分
は
白
人
だ
と
か
黒
人
だ
と

か
思
う
わ
け
も
な
く
、
ま
た
、
こ
ん

な
国
に
生
ま
れ
た
く
な
か
っ
た
な
ど

と
い
う
愚
痴
を
言
う
こ
と
も
思
う
こ

と
も
あ
る
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し

て
や
、
も
っ
と
き
れ
い
な
お
母
さ
ん

が
よ
か
っ
た
と
か
、
も
っ
と
金
持
ち

の
家
が
よ
か
っ
た
と
い
う
実
現
不
可

能
な
愚
痴
を
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。今

年
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
に
は
、

世
界
の
一
九
九
の
国
と
地
域
と
が
参

加
し
た
そ
う
で
す
。
残
念
な
が
ら
、

参
加
を
表
明
し
な
が
ら
も
事
情
に
よ

り
予
選
を
辞
退
し
た
国
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
参
加
し
な
か
っ
た
理
由
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は
、
経
済
難
や
政
情
不
安
な
ど
で
し

た
。
改
め
て
世
界
に
は
様
々
な
国
が

あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
・
さ
ま
ざ

ま
な
言
語
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。
世
界
中
の
ど
ん
な
国

で
、
ど
ん
な
人
種
に
生
ま
れ
よ
う
と

も
、
貪
り

む
さ
ぼ
り

も
瞋
り

い
か
り

も
そ
し
て
愚
痴
の

よ
う
な
痴
さ

お
ろ
か
さ

を
持
た
な
い
幼
子
こ
そ

が
三
毒
を
離
れ
た
仏
さ
ん
の
姿
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。

昭
和
の
名
僧
と
言
わ
れ
た
山
田
無

文
老
師
が
よ
く
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
、
「
赤

子

の

よ

う

な

こ

こ

ろ

で
・
・
・
。
」
と

い

う

の

は
、
赤

ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
純
真
無
垢
な
こ
こ

ろ
で
と
い
う
意
味
と
同
時
に
、
仏
さ

ん
の
こ
こ
ろ
で
、
と
い
う
こ
と
だ
と

気
付
か
さ
れ
ま
す
。

三
毒
に
毒
さ
れ
て
い
な
い
赤
ち
ゃ

ん
の
時
代
を
誰
も
が
必
ず
経
て
き
て

い
ま
す
、
そ
う
だ
っ
た
か
な
と
記
憶

を
探
し
て
も
探
し
当
て
る
こ
と
は
無

理
で
す
が
、
考
え
て
み
れ
ば
必
ず
そ

う
な
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
私

た
ち
の
誰
も
が
仏
さ
ん
の
時
代
が

あ
っ
た
と
、
残
念
な
が
ら
あ
っ
た
と

い
う
過
去
形
で
し
か
言
え
な
い
の
は

悲
し
い
の
で
す
が
、
あ
っ
た
の
で

す
。で

も
、
今
か
ら
で
も
遅
く
は
な
い

と
、
菩
提
和
讃
で
は
「
尚
ぶ
ら
く
は

人
間
の
、
受
く
る
形
は
そ
の
ま
ま

に
、
仏
の
姿
に
か
わ
ら
ね
ば
…
」

と
、
今
の
姿
の
ま
ま
で
仏
さ
ん
の
こ

こ
ろ
に
な
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と

言
い
ま
す
。

■
こ
の
秋
は
雨
か
嵐
か

市
原
別
院
用
地
の
広
い
原
っ
ぱ
の

草
刈
り
を
し
な
が
ら
思
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
一
生
懸
命

草
刈
り
を
し
て
ど
う
す
る
、
き
れ
い

に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
別
院
の
本
堂

が
建
つ
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
先
の

見
え
な
い
仕
事
に
対
し
て
、
今
度
幼

稚
園
の
子
ど
も
た
ち
が
来
て
お
弁
当

を
広
げ
や
す
い
よ
う
に
と
か
、
寝
転

が
っ
て
遊
ん
だ
ら
い
い
だ
ろ
う
な
と

か
の
理
由
を
考
え
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、

あ
る
時
、
気

が
つ
き
ま
し

た
。
市
原
別

院
の
下
の
田

ん
ぼ
に
、
腰

の
曲
が
っ
た

お
ば
あ
さ
ん

が
来
て
は
刈

り
払
い
機
で

畔
や
土
手
の

市
原
別
院
用
地
の
原
っ
ぱ
で
遊
ぶ
園
児
た
ち
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草
刈
り
を
し

て
い
る
の
で

す
。
私

が
、

雨
が
降
っ
た

か
ら
や
め
よ

う
と
思
っ
て

エ
ン
ジ
ン
を

止
め
る
と
、
下
の
田
ん
ぼ
か
ら
２
サ

イ
ク
ル
の
エ
ン
ジ
ン
音
が
響
い
て
来

て
、
あ
の
お
ば
あ
さ
ん
、
ま
だ
頑

張
っ
て
る
な
と
わ
か
り
ま
す
。
こ
ん

な
雨
の
時
に
、
滑
り
そ
う
な
足
場
の

悪
い
と
こ
ろ
を
合
羽
来
て
ま
で
草
刈

り

し

な

く

た

っ

て

い

い

だ

ろ

う

に
・
・
・
と
思
い
な
が
ら
、
私
も
エ

ン
ジ
ン
を
再
始
動
。

再
び
草
刈
り
を
し
な
が
ら
思
い
だ

し
た
歌
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
秋
は

雨
か
嵐
か
知
ら
ね
ど
も

今
日
の
勤
め
の

田
草
と
る
な
り

二
宮
尊
徳
の
歌
で
す
。

最
近
は
、
各
地
で
集
中
豪
雨
が

あ
っ
た
り
し
て
、
こ
れ
も
温
暖
化
の

影
響
ら
し
い
で
す
が
、
秋
の
収
穫
期

の
天
気
も
ど
う
な
る
こ
と
か
。
長
雨

だ
っ
た
り
台
風
が
来
て
米
が
と
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
、
ま
ず
は
目
の
前
の
田
の
草
を
取

ら
な
い
と
い
け
な
い
、
そ
れ
が
自
分

の
勤
め
だ
か
ら
、
と
い
う
の
が
歌
の

意
味
で
し
ょ
う
。
逆
に
考
え
れ
ば
、

雨
に
な
る
か
嵐
に
な
る
か
わ
か
ら
な

い
ん
だ
か
ら
、
そ
ん
な
に
一
生
懸
命

や
ら
な
く
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か

と
な
る
の
で
す
が
、
こ
れ
こ
そ
が
愚

痴
、
痴
さ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
先

の
こ
と
ば
か
り
に
目
を
や
り
、
気
を

も
ん
で
み
た
り
し
て
、
ど
う
せ
○
○

だ

か

ら

と

愚

痴
っ
て
し
ま
う

愚
か
さ
を
払
拭

し
て
く
れ
る
歌

を
、
下
の
田
ん

ぼ
の
お
ば
あ
さ

ん
が
思
い
出
さ

せ
て
く
れ
ま
し

た
。

■
人
生
、
田
草
と
り

年
取
っ
た
ら
ボ
ケ
た
く
な
い
な

あ
、
ガ
ン
は
い
や
だ
な
あ
、
寝
た
き

り
に
な
り
た
く
な
い
な
あ
な
ど
、
誰

も
が
思
い
ま
す
。
誰
だ
っ
て
そ
う
思

う
の
で
す
が
、
そ
れ
ば
か
り
言
っ
て

い
た
ら
、
そ
れ
は
貪
り
に
な
っ
て
い

な
い
で
し
ょ
う
か
。
愚
痴
に
な
っ
て

い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
時
に
思
い
出
し
て
い
た
だ

き
た
い
の
が
、

こ
の
秋
は

雨
か
嵐
か
知
ら
ね
ど
も

今
日
の
勤
め
の

田
草
と
る
な
り

と
い
う
歌
で
す
。

田
草
取
り
の
よ
う
に
、
自
分
自
身

の
今
日
の
勤
め
を
一
生
懸
命
や
っ
て

い
れ
ば
、
「
貪
り

む
さ
ぼ
り

瞋
り

い
か
り

痴
さ

お
ろ
か
さ

」
の
三

毒
に
毒
さ
れ
ず
に
、
仏
さ
ん
の
こ
こ

ろ
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
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国
分
寺
台
か
ら
武
士
の
里
へ

 
 

～
上
総
国
市
原
郡
の
中
心
地
を
ゆ
く
～

（
寺
報
五
十
四
号
の
つ
づ
き
。
）

◇
東
日
本
最
古
の
古
墳
・
西
広

さ
い
ひ
ろ

貝
塚
・

前
廣

さ
き
ひ
ろ

神
社

（
市
原
の
）
国
分
寺
ま
で
来
た
か

ら
に
は
ど
う
し
て
も
寄
り
た
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
お
寺
か
ら
南
300

m

に

神
門

ご
う
ど

古
墳
群
（
県
指
定
史
跡
）

が
あ
る
。

三
世
紀
中
期
、
三
代
に
わ
た
る
首
長

墓
で
あ
る
。
弥
生
時
代
の
墳
墓
か
ら

前
方
後
円
墳
に
移
行
す
る
時
期
の
重

要
な
古
墳
群
で

東
日
本
最
古
で

あ
る
。
こ
ん
な

に
早
い
時
期
に

中
央
か
ら
遠
く

離
れ
た
東
国
上

総
国
に
こ
の
よ

う
な
古
墳
の
あ

る
こ
と
に
驚
嘆

す

る

外

は

な

い
。
大
い
に
興

味
が
沸
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
未
だ
前

方
後
円
墳
が
定
型
化
す
る
前
の
様
子

が
見
て
取
れ
る
。

西
に
隣
接
し
て
大
池
が
あ
り
池
岸

に
神
門
瓦
窯
跡

ご
う
ど
が
よ
う
あ
と

が
あ
る
。
古
墳
か
ら

反
対
側
の
東
に
は
住
宅
に
囲
ま
れ
て

南
田
瓦
窯
跡
（
国
指
定
史
跡
）

が
あ
る
。

国
分
寺
や
尼
寺
の
瓦
を
焼
い
た
窯
跡

で
あ
り
と
も
に
見
学
し
た
い
と
こ
ろ

だ
。右

手
南
に
下
る
。
こ
の
台
地
が
尽

き
る
あ
た
り
養
老
川
と
広
い
田
園
が

よ
く
望
め
る
と
こ
ろ
に
諏
訪
神
社
が

あ
り
諏
訪
台
古
墳
群
で
あ
る
。
境
内

に
二
基
の
円
墳
が
見
ら
れ
る
。
続
く

一
帯
は
諏
訪
台
遺
跡
で
あ
る
が
今
や

道
路
で
潰
さ
れ
家
々
の
下
に
埋
も
れ

て
し
ま
っ
た
。

大
多
喜
街
道
（

R

297

）
に
向
か

う
。
山
倉
丁
字
路
の
手
前
右
に
下
っ

た
所
が
『
日
本
三
代
実
録
』
に
も
記

載
の
あ
る
西
広

さ
い
ひ
ろ

の
古
社
・
前
廣

さ
き
ひ
ろ

神
社

で
あ
る
。
長
く
高
い
石
段
を
上
る
と

神
社
は
南
面
し
て
こ
こ
か
ら
の
展
望

既
に
ご
案
内
の
通
り
、
圓
福
寺
市
原
別
院

計
画
の
も
と
、
種
々
活
動
を
進
め
て
き
て
お

り
ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
別
院
予
定
地

周
辺
の
地
誌
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
郷
土

千
葉
を
知
る
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
。

執
筆
・
写
真
は
、
以
前
「
穴
川
風
土
記
」

を
ま
と
め
て
く
だ
さ
っ
た
熊
倉
浩
さ
ん
で

す
。
現
地
踏
査
、
歴
史
資
料
を
基
に
し
た
綿

密
な
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
ご
労
苦
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

圓福寺市原別院

武士風土記
その２

文・写真文・写真文・写真      熊倉熊倉熊倉 浩さん浩さん浩さん

東
日
本
最
古
の
神
門
五
号
墳
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も

い

い
。

上
総
国
の

延
喜
式
々

内
社
は
五

社
を
数
え

る
が
市
原

郡
に
は
一

社
も
存
在

し

な

い
。

そ

の

代

り
？
式

内

社
に
準
ず

る
格
式
の
神
社
が
四
社
も
あ
る
。
（
専

門
家
は
式
外
旧
社
と
呼
ん
で
い
る
。
国
史
現
在
社
と

も
。
）

因
み
に
前
廣
神
社
、
神
代
神

社
、
高
滝
神
社
と
こ
れ
か
ら
訪
ね
る

建
市
神
社
で
あ
る
。

神
社
の
周
囲
一
帯
は
縄
文
の
「

西
広

さ
い
ひ
ろ

貝
塚
」
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年

(1937)

か
ら
調
査
が
進
め
ら
れ
本
格

的
に
は
戦
後
の
発
掘
と
な
る
。
か
な

り
住
宅
が
密
集
し
て
き
た
が
近
年
ま

で
延
々
と
長
期
に
わ
た
る
調
査
が
続

け
ら
れ
た
。
大
型
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
全
国
的
に
も
類
の
な
い
貝
塚
と

わ
か
っ
た
。
埋
葬
人
骨
50
体
以
上
、

獣
骨
の
ほ
か
夥
し

い
土
器
・
土
偶
が

出
土
さ
れ
た
。
調

査
が
完
了
し
平
成

二

十

年

三

月

(2008)

に
は
大
発

表
会
と
展
示
会
が

行
な
わ
れ
た
。
事

実
上
消
滅
し
て
し

ま
い
標
柱
も
看
板
も
な
い
の
で
住
人

も
知
ら
な
い
。
指
定
の
な
い
遺
跡
と

は
い
え
何
ら
か
の
標
識
ぐ
ら
い
欲
し

い
も
の
で
あ
る
。
唯
一
神
社
境
内
に

そ
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ

る
。
関
係
資
料
は
埋
文
調
査
セ
ン

タ
ー
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

話
は
戻
る
が
、
市
原
条
里
制
遺
跡

を
横
断
す
る
古
道
は
、
阿
須
波
神
社

か
ら
ほ
ぼ
大
多
喜
街
道
に
沿
っ
て
南

下
す
る
。
市
原
小
学
校
入
口
か
ら
山

田
橋
を
経
て
山
倉
ダ
ム
の
脇
を
通
り

山
倉
丁
字
路
ま
で
古
道
跡
が
見
つ

か
っ
て
い
る
。
昔
、
国
府
を
通
る
東

海
道
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
或
い
は

相
模
か
ら
武
蔵
を
経
由
す
る
陸
路
の

東
海
道
が
出
来
た
の
で
下
総
の
国
府

か
ら
南
下
し
て
安
房
国
へ
向
か
う
官

道
だ
っ
た
の
か
な
ど
思
っ
た
り
も
し

た
。

◇
山
倉
古
墳
群
と
埴
輪

神
社
か
ら
大
多
喜
街
道
に
で
た
坂

の
途
中
に
は
か
つ
て
外
房
直
送
の
鮮

魚
直
売
店
が
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
西

広
貝
塚
の
裏
に
あ
た
る
そ
こ
は
後
に

埴
輪
で
超
有
名
に
な
る
「
山
倉
古
墳

群
」
で
あ
る
。
古
墳
時
代
前
期
か
ら

後
期
に
わ
た
っ
て
築
造
さ
れ
た
古
墳

群
で
正
し
く
は
「
あ
っ
た
」
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。

地
域
開
発
の
た

め
区
画
整
理
事

業
に
よ
っ
て
惜

し
く
も
総
て
が

削
平
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。

鮮
魚
直
売
店

は
ラ
ー
メ
ン
屋

に

な

っ

て

い

た
。
栄

枯

盛

衰
、
ど
ん
ど
ん

西
広
の
古
社
・
前
廣
神
社

山
倉
古
墳
群
一
号
墳
出
土
の
人
物
埴
輪

西
広
貝
塚
出
土
土
器

財
・
市
原
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
第8

5

集

「
市
原
市
山
倉
古
墳
群
」
二
〇
〇
四
よ
り
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街
が
変
わ
っ
て
い
く
の
を
開
店
十
年

と
い
う
山
倉
坂
下
の
鮨
屋
の
女
将
が

嘆
い
て
い
た
。

山
倉
古
墳
群
は1974

～1975

年
に

「
国
分
寺
台
遺
跡
調
査
団
」
に
よ
っ

て
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
、
翌
年
公
表

さ
る
や
斯
界
に
大
変
な
話
題
を
呼
ん

だ
の
を
覚
え
て
い
る
。
調
査
の
成
果

は
埋
文
調
査
セ
ン
タ
ー
に
引
き
継
が

れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
古
墳
群
の

立
地
は
、
国
分
寺
台
地
の
突
端
か
ら

南
側
の
沖
積
地
を
見
下
ろ
す
と
こ
ろ

標
高
は
45

m
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
現

在
は
住
宅
で
一
杯
で
あ
る
。

６
基
の
古
墳
か
ら
な
る
の
だ
が
R

297

の
対
向
に
あ
る
山
倉
ダ
ム
側
の
古

墳
群
と
一
体
を
な
す
も
の
の
よ
う
で

あ
る
。
古
墳
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た

が
調
査
結
果
は
さ
き
の
遺
跡
調
査
団

に
よ
っ
て
記
録
に
残
さ
れ
、
ま
た
近

年
詳
細
な
報
告
書
が
出
版
さ
れ
在
り

し
日
の
古
墳
の
全
貌
に
接
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
古
墳
群
が
古
代
史
学
界
に
セ

ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
影
響
を
与
え
て

き
た
理
由
は
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
か
つ
多
量
の

人
物
埴
輪

じ
ん
ぶ
つ
は
に
わ

と
形
象
埴
輪

け
い
し
ょ
う
は
に
わ

が
出
土
し
た

こ
と
と
そ
の
後
の
研
究
で
埴
輪
の
生

産
地
が
特
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。埴

輪
は
市
内
能
満
の
埋
文
調
査
セ

ン
タ
ー
で
レ
プ
リ
カ
で
あ
る
が
見
学

で
き
る
。
ま
た
佐
倉
の
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
に
は
実
物
が
展
示
さ
れ
て

い
る
。

遺
体
が
葬
ら
れ
た
横
穴
式
石
室
の

石
材
は
穿
孔
性
貝

せ
ん
こ
う
せ
い
か
い

の
痕
が
あ
る
「
磯

石
」
い
わ
ゆ
る
「

房
州
石

ぼ
う
し
ゅ
う
い
し

」
が

用

い
ら
れ
て
い
る
。

房
総
半
島
は
良
質

の
石
材
に
は
恵
ま

れ
な
い
土
地
柄
な

の
で
磯
石
が
好
ん

で
用
い
ら
れ
て
い

る
よ
う
だ
。
富
津

市
の
内
裏
塚
古
墳

群

中

最

大

の
「

内
裏
塚

だ
い
り
づ
か

古
墳
」
（
前
方
後
円
墳
・
国
指
定
史

跡
）

は
墳
頂
に
記
念
碑
が
あ
り
そ
の
台

石
に
「
房
州
石
」
が
使
わ
れ
て
い

る
。
も
と
は
掘
り
起
こ
さ
れ
た
石
室

だ
っ
た
と
い
う
。
同
古
墳
群
の
「

九
条
塚

く
じ
ょ
う
づ
か

古
墳
」
の
墳
頂
部
に
も
露
出

し
て
い
る
石
室
の
一
部
が
あ
り
そ
れ

も
「
房
州
石
」
の
よ
う
で
あ
る
。

発
掘
以
来
三
十
余
年
。
そ
の
間
埴

輪
は
ど
こ
で
作
ら
れ
た
か
が
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
埴
輪
で
あ

る
か
ら
に
は
近
く
に
埴
輪
窯
跡
が
あ

る
は
ず
だ
が
今
日
に
至
る
も
発
見
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
地
で
焼
成
さ
れ

た
の
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た

が
、
埼

玉

県

鴻

巣

市
「

生
出
塚

お
い
ね
づ
か

遺

跡
」
の
埴
輪
窯
で
作
ら
れ
遠
地
運
ば

れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

た
。さ

ら
に
円
筒
埴
輪
の
形
状
別
分
類

か
ら
「
刷
毛
目

は
け
め

」
の
識
別
研
究
に

よ
っ
て
埴
輪
工
人

は
に
わ
こ
う
じ
ん

（
製
作
者
）
も
特

定
さ
れ
た
。
無
理
と
は
知
り
つ
つ
工

人
の
個
人
名
も
分
か
ら
な
い
か
な
ど

山
倉
古
墳
群
一
号
墳
出
土
の
円
筒
埴
輪

財
・
市
原
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
第8

5

集

「
市
原
市
山
倉
古
墳
群
」
二
〇
〇
四
よ
り
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位
置
で
あ
る
。
灌
漑
用
の
木
造
堰
で

必
要
時
に
組
み
立
て
ら
れ
何
回
で
も

再
利
用
で
き
る
。
木
組
は
ワ
イ
ヤ
で

連
結
さ
れ
、
両
岸
の
桟
木

さ
ん
ぎ

を
は
ず
す

と
堰
は
全
部
一
気
に
倒
壊
し
溜
ま
っ

た
水
が
一
斉
に
流
れ
落
ち
る
仕
組
み

で
あ
る
。
明
治
十
八
年
夷
隅
郡
の
渡

辺
某
の
発
明
に
よ
る
と
い
う
。
現
在

は
使
わ
れ
な
い
が
保
存
会
に
よ
り
後

継
者
の
育
成
と
伝
承
が
な
さ
れ
て
い

る
。
年
一
回
秋
の
公
開
実
演
を
是
非

見
た
い
も
の
で
あ
る
。

や
や
離
れ
る
が
海
保
地
区
の
海
保

神
社
に
無
形
民
俗
文
化
財
の
大
塚
囃

子
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
数
年
前
に

な
る
が
市
原
別
院
の
土
曜
会
で
新
巻

地
区
の
方
々
に
よ
っ
て
演
じ
た
お
囃

子
を
間
近
で
鑑
賞
し
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
海
保
の
大
塚
囃
子
の
流

れ
を
汲
む
一
派
で
あ
る
。
出
羽
三
山

信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
梵
天
納
め
の

祭
り
に
演
じ
ら
れ
た
が
今
は
そ
れ
と

関
係
な
く
保
存
会
に
よ
り
場
を
広
げ

て
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
別
院
で
は
結

構
動
作
が
派
手
で
勇
壮
な
印
象
を
受

け
た
。

海
士
有
木

あ
ま
あ
り
き

は
明
治
初
年
合
併
す
る

ま
で
海
士
村

あ
ま
む
ら

と
有
木
村

あ
り
き
む
ら

で
あ
っ
た
。

『

和
名
抄

わ
み
ょ
う
し
ょ
う

』
の

上

総

国

市

原

郡

海
部
郷

あ
ま
ご
う

が
そ
れ
で
あ
る
。
中
世
に
は

海
郷

あ
ま
ご
う

と
で
て
く
る
。

江
戸
時
代
は
海
士
村
・
武
士
村
・

磯
谷
村

い
そ
が
や
む
ら

は
継
立
場

つ
ぎ
た
て
ば

で
あ
っ
て
役
人
の

通
行
時
に
人
馬
を
出
す
の
を
慣
例
と

し
て
い
た
。
文
正
二
年
(146

7)

、
出

雲
大
社
を
分
祀
し
た
大
宮
神
社
が
鎮

座
す
る
。

小
湊
鉄
道
の
踏
切
か
ら
近
道
を
通

り
顕
本
法
華
宗
・
泰
安
寺
に
裏
門
か

ら
入
る
。
住
職
が
、
皆
さ
ん
お
寺
の

境
内
に
あ
る
と
思
っ
て
来
ら
れ
る
の

養
老
川
西
広
板
羽
目
堰

と
思
っ
た
り
し
た
。

荒
川
水
系
を
下
り
古
東
京
湾
に
出
て

は
る
ば
る
養
老
川
を
遡
上
し
て
や
っ

て
き
に
違
い
な
い
と
思
う
と
、
い
に

し
え
の
ロ
マ
ン
が
か
き
た
て
ら
れ

る
。

◇
海
士
有
木

あ
ま
あ
り
き

の
石
造
十
三
重
塔

さ
て
坂
を
下
り
小
湊
鉄
道
の
踏
切

を
わ
た
る
と
海
士
有
木
と
な
る
。
よ

う
や
く
国
分
寺
台
か
ら
抜
け
出
し

た
。
古
代
の
遺
跡
・
遺
構
に
偏
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
だ
が
土
地
柄
致
し
か

た
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
ご
了
解
を

願
い
た
い
。

市
原
IC
で
R
297

新
道
に
降
り
武
士

方
面
に
向
か
う
途
中
、
養
老
川
を
最

初
に
渡
る
西
広
橋

の
上
流
300

ｍ
、
諏

訪
神
社
の
下
あ
た

り

が
「
養

老

川

西
広
板
羽
目
堰

さ
い
ひ
ろ
い
た
ば
め
せ
き

」

（
市
指
定
文
化
財
）

の
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で
す
よ
と
、

石
造
十
三
重
塔

せ
き
ぞ
う
じ
ゅ
う
さ
ん
じ
ゅ
う
の
と
う

（
市
指

定
文
化
財
）

の
場
所
を
教
え
て
く
れ
た
。

山
門
を
出
て
坂
を
下
り
た
そ
こ
も
寺

域
と
い
う
左
側
に
あ
っ
た
。

高
さ
3.3
ｍ
、
基
檀
は
相
州
石
、
基

礎
石
・
塔
身
と
も
に
三
州
御
影
石
。

塔
身
の
上
に
13
枚
の
笠
石
こ
れ
も
三

州
御
影
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
造
塔

と
あ
っ
た
。
話
に
聞
く
十
三
重
塔
と

は
こ
れ
か
と
し
げ
し
げ
と
見
上
げ

た
。左

右
に
広
が
る
田
園
を
見
な
が
ら

国
道
を
南
下
す
れ
ば
一
キ
ロ
半
で
上

総
三
又
駅
入
り
口
に
至
り
左
折
し
て

東
へ
。
よ
う
や
く
武
士
が
目
前
に
。

ま
た
は
福
増
の
集
落
を
経
て
市
西
小

学
校
前
の
静
か
な
道
を
行
く
の
も
い

い
（
少
し
坂
が
あ
る
）
。

◇
武
士
の
里
が
見
え
て
き
た

新
堀
村
に
入
る
。
上
総
国
市
西
郡

し
さ
い
ぐ
ん

新
堀
郷

に
い
ほ
り
ご
う

で
あ
る
。
寛
政
四
年
領
主
か

ら
博
奕

ば
く
え
き

禁
止
令
が
出
て
向
こ
う
三
軒

両
隣
の
連
帯
責
任
で
厳
守
せ
よ
と
の

お
触
れ
が
で
た
（
市
原
市
史
研
究
）

。
村
内

は
よ
ほ
ど
ば
く
ち
が
流
行
っ
て
い
た

と
み
え
る
。

集
落
の
は
ず
れ
に
法
光
寺
（
日
蓮

宗
）
が
あ
り
先
ず
お
参
り
。
「
あ
ま

ち
ゃ
寺
」
と
あ
っ
た
。
寺
を
で
て
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
？
を
の
ん
び
り
歩

く
。
こ
れ
か
ら
行
く
武
士
で
も
そ
う

で
あ
っ
た
が
日
本
の
原
風
景
を
見
る

思
い
で
な
ん
と
も
言
え
な
い
懐
か
し

さ
を
感
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
通
り
を

抜
け
た
側
の
村
は
ず
れ
に
源
頼
朝
が

社
殿
を
寄
進
し
た
と
い
う
八
幡
神
社

が
鎮
座
。
西
に
眼
を
や
れ
ば
広
大
な

田
園
が
養
老
川
を
挟
ん
で
広
が
っ
て

い
る
。

隣
の
武
士
村
は
新
堀
か
ら
東
へ
500

ｍ

も

な

い
。

市
西
郡
武
子
村

し
さ
い
ぐ
ん
た
け
し
む
ら

で

あ

る
。
古
文
書
に
よ
る
と
、
「
武
士
」

「
竹
子
」
「
武
子
」
「
建
市
」
と
出

て
く
る
。
四
種
類
も
の

鐙
瓦

あ
ぶ
み
か
わ
ら

が
出

土
し
て
い
る
の
で
古
代
寺
院
が
あ
っ

た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
仮
称
「
武

士
廃
寺
」
と
い
わ
れ
る
が
未
知
の
部

分
が
多
く
、
若
し
か
し
て
瓦
窯
跡
だ

け
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
と
い

う
。
集
落
は
周
囲
が
田
圃
で
背
後
に

続
く
山
が
北
風
を
遮
り
家
々
を
守
っ

て
い
る
地
形
で
あ
る
。
田
圃
は
か
な

り
奥
ま
で
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
地
形
を
見
る
と
あ
な
が
ち
武
士

廃
寺
も
架
空
で
は
な
い
な
と
思
っ

新
堀
の
八
幡
神
社
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た
。
ほ
ん
と
に
出
て
く
る
か
も
知
れ

な
い
。

天
台
宗
法
泉
寺
は
無
住
の
お
寺
で

あ
る
。
だ
か
ら
残
念
に
も
「
木
造
聖

観
音
菩
薩
立
像
」
「
広
目
天
・
多
門

天
の
二
天
立
像
」
は
拝
観
出
来
な

か
っ
た
。
と
も
に
市
原
市
指
定
文
化

財
。
観
音
菩
薩
は
図
録
で
見
る
と
量

感
を
抑
え
た
体
形
で
は
あ
る
が
ふ
っ

く
ら
と
し
た
お
顔
立
ち
で
像
高
81.6

㎝

の

一
木
造

い
ち
ぼ
く
づ
く
り

。
平
安
後
期
の
作
風
と
い

う
。
鎌
倉
時
代
建
長
八
年
(1256)

の

銘
と
「
武
市
郷

観
音
」
の
墨
書
が

あ
り
確
実
な
年
代
が
わ
か
る
も
の
と

し
て
は
市
内
最
古
の
仏
像
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
「
武
市
郷

た
け
ち
ご
う

」
が
存
在
し

て
い
た
証
拠
と
な
る
貴
重
な
史
料
で

あ
る
。
頭
に
は
王
冠
を
い
た
だ
い
た

観

音

様

で

あ

る
。二

天
像
は
60.5

㎝
と
60.3

㎝
の
檜
の

一
木
割
矧
造

い
ち
ぼ
く
わ
り
は
ぎ
づ
く
り

で
あ
る
。
十
一
世
紀
中

期
の
作
（
推
定
）
。
境
内
に
は
宝
暦

十
二
年
(1762)

の
出
羽
三
山
の
廻
国

巡
礼
塔
が
あ
る
。

法
泉
寺
脇
の
道
路
か
ら
市
原
別
院

裏
の
「
源
氏
山
」
が
正
面
に
見
え

る
。
新
堀
・
武
士
の
集
落
に
入
っ
て

は
じ
め
て
の
商
店
を
見
つ
け
た
。
の

ど
が
渇
い
た
の
で
飲
み
物
を
求
め
女

主
人
の
話
を
聞
く
。
若
い
時
か
ら
こ

の
村
に
い
る
が
、
あ
れ
が
「
源
氏

山
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ゴ

ル
フ
場
が
で
き
て
か
ら
で
そ
れ
ま
で

山
に
名
前
な
ど
な
か
っ
た
。
村
の
人

は
誰
も
山
の
名
は
知
ら
な
か
っ
た
、

と
い
う
。2

万5
千
分
の
一
地
図
の
標

高96.1m

の
三
角
点
に
は
山
名
は
記
載

さ
れ
て
い
な
い
。
「
源
氏
山
ゴ
ル
フ

ク
ラ
ブ
」
の
名
だ
け
が
載
っ
て
い

る
。
こ
の
話
を
聞
い
て
国
土
地
理
院

の
山
名
・
地
名
や
「
千
葉
県
の
地

名
」
を
調
べ
た
が
載
っ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
古
地
図
を
調
べ
る
必
要
が
あ

る
よ
う
だ
が
果
た
し
て
ど
う
か
？

「
源
氏
山
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
」
の
住

所
は
「
市
原
市
大
桶
字
白
畑965

‐

1

」
と
あ
る
。
ネ
ー
ミ
ン
グ
の
由
来
を

事
務
所
に
訊
ね
て
み
た
。
地
元
の
人

は
「
大
桶
城
跡
を
源
氏
山
」
と
呼
ん

で
い
る
。
源
頼
朝
が
房
州
に
上
陸
し

転
戦
し
つ
つ
北
上
す
る
途
中
に
築
造

し
た
砦
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を
村
人

は
信
じ
て
今
も
そ
う
呼
ん
で
い
る
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
源
氏
山
の
正
体

は
此
処
で
あ
っ
た
の
か
。
地
元
に
敬

意
を
表
し
名
前
を
い
た
だ
い
た
と
い

う
電
話
に
出
た
事
務
所
の
方
は
大
桶

の
人
ら
し
く
誠
実
に
対
応
し
て
く
れ

た
。
ゴ
ル
フ
場
の
名
前
の
謎
は
解
け

た
。

あ
の
山
は
や
は
り
無
名
で
あ
り
、
ゴ

ル
フ
場
の
名
前
は
山
か
ら
採
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
。
城
跡
で
あ
る
源
氏

山
は
集
落
の
中
の
小
高
い
丘
ぐ
ら
い

で
極
め
て
限
ら
れ
た
区
郭
の
呼
称
か

と
も
思
わ
れ
る
。
中
世
の
古
城
跡
と

聞
く
と
ま
た
新
た
な
興
味
が
湧
い
て

く
る
の
で
あ
る
。

法
泉
寺
の
聖
観
音
菩
薩
立
像

市
原
市
教
育
委
員
会

「
い
ち
は
ら
の
文
化
財
」
よ
り
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仮
本
堂
、
完
成
間
近
！

季
節
が
ら
高
温

多
湿
の
日
々
が
続

く
と
、
原
っ
ぱ
の

草
の
成
長
の
早
い

こ
と
早
い
こ
と
。

市
原
に
出
か
け
て
は
草
刈
り
に
追
わ

れ
る
日
も
あ
り
ま
す
。
先
日
、
広
大

な
原
っ
ぱ
の
草
刈
り
を
し
て
い
た

ら
、
野
ウ
サ
ギ
の
赤
ち
ゃ
ん
が
出
て

き
た
り
、
ふ
化
し
た
ば
か
り
の
キ
ジ

の
ヒ
ナ
が
顔
を
出
し
た
り
と
、
自
然

が
豊
か
で
す
。
雑
木
林
に
は
山
野
草

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
草
刈
り

を
し
て
い
る
住
職
は
、
さ
し
づ
め

「
山
野
僧



」

と
で
も
い
い

ま

し

ょ

う

か
。ま

た
、
畑

に
は
幼
稚
園

児
が
植
え
た
枝
豆
や
じ
ゃ
が
芋
・
サ

ツ
マ
イ
モ
・
里
芋
が
元
気
で
す
。
月

一
回
の
ペ
ー
ス
で
、
子
ど
も
た
ち
が

親
子
で
畑
作
業
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
Ｑ
園
隊
」
に
出
か
け
て
来
て
く
れ

ま
す
。
毎
回
、
百
人
以
上
も
の
親
子

が
土
に
触
れ
、
自
然
に
触
れ
る
貴
重

な
時
間
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
幼
稚
園
の
活
動
と
し
て
子
ど

も
た
ち
が
や
っ
て
き
て
季
節
ご
と
の

た
ん
け
ん
隊
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。そ

ん
な
、
市
原
別
院
用
地
に
あ
る

作
業
場
兼
休
憩
所
の
プ
レ
ハ
ブ
の
半

分
を
リ
フ
ォ
ー
ム
し
て
、
四
十
畳
の

広
間
が
で
き

ま
し
た
。

外
見
は
プ

レ
ハ
ブ
の
ま

ま
で
す
が
、

床
や
壁
・
天

井
に
断
熱
材

を
入
れ
快
適

に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、

和
風
建
築
に

見
え
る
よ
う

に
、

つ
け
柱

つ
け
ば
し
ら

に
長
押

な
げ
し

と
い

う
木
工
事
を

住
職
が
行
い

ま
し
た
。
大

き
い
空
間
で

す

か

ら
、

柱
・
長
押
が

つ
い
た
こ
と
で
室
内
が
引
き
締
ま
り

ま
し
た
。
（
リ
フ
ォ
ー
ム
の
匠
気
分

で
、
悦
に
入
っ
て
い
ま
す
。
）

こ
れ
か
ら
、
正
面
中
央
に
簡
単
な

須
弥
檀
を
し
つ
ら
え
、
ご
本
尊
の
お

釈
迦
さ
ま
を
お
迎
え
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

正
面
の
窓
を
開
け
る
と
雑
木
林
が

広
が
り
、
春
に
は
ウ
グ
イ
ス
、
初
夏

に
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
、
夏
は
蝉
し
ぐ

れ
、
秋
に
は
紅
葉
と
、
季
節
を
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
こ
の
仮
本
堂
で
、
坐

禅
会
や
写
経
会
、
市
原
に
お
住
ま
い

の
方
の
ご
法
事
な
ど
が
で
き
る
よ
う

に
な
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

市
原
別
院
だ
よ
り

市
原
別
院
だ
よ
り

住
職
の
手
の
中
の
キ
ジ
の
ヒ
ナ
【
右
】
と
野
ウ
サ
ギ
の
赤
ち
ゃ
ん
【
左
】

市
原
別
院
の
プ
レ
ハ
ブ
小
屋
全
景
、
手
前
は
露
天
風
呂

（
プ
レ
ハ
ブ
内
部
）
和
風
建
築
に
見
え
る
広
間
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臼杵石仏と高千穂の旅臼杵石仏と高千穂の旅
――６月の土曜会

六
月
五
日
～
七
日
の
二

泊
三
日
で
、
臼
杵
石
仏
参

拝
と
高
千
穂
・
延
岡
・
佐

伯
・
蒲
江
へ
と
行
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
参
加
者
二

十
二
名
、
大
分
ご
出
身
の

幹
事
さ
ん
の
お
心
遣
い

で
、
盛
り
だ
く
さ
ん
な
こ

こ
ろ
に
残
る
旅
と
な
り
ま

し
た
。

→日本一の炭酸泉「長湯温泉」に

て。横断幕は、稲田さんの幼馴染の

手作りでした。

↑延岡市の日本一高い「今山大師」

↑
臼
杵
市
内
に
残
る
石
畳
の
古
い
町
並
み
を
散
策
。
石
仏
だ

け
で
な
く
、
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
町
で
し
た
。

↑
佐
伯
市
に
あ
る
養
賢
寺
は
、
藩
主
毛
利
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
と
と
も
に
、
臨
済
宗

妙
心
寺
派
の
専
門
道
場
で
す
。
接
心
（
坐
禅
三
昧
の
厳
し
い
期
間
）
中
で
も
あ
り
、

拝
観
謝
絶
の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

↓
蒲
江
町
に
あ
る
東
光
寺
も
、
圓
福
寺

と
同
じ
臨
済
宗
妙
心
寺
派
で
、
塩
月
さ

ん
の
生
家
の
菩
提
寺
で
も
あ
り
ま
す
。
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四国あるき遍路の旅

２巡目第5回

  参加者 21名

雨
が
降
っ
た
ら
山
男

空
港
リ
ム
ジ

ン
に
乗
っ
て
、

土
佐
く
ろ
し
お

鉄
道
の
後
免
町

駅

へ
。
バ

ス

は

当
然
駅
前
に
着

く

だ

ろ

う

と

思

っ

て

い

た

ら
、
経

由

地

違

い
で
駅
ま
で
一
・
五
㎞
ほ
ど
の
国
道

の
バ
ス
停
に
降
ろ
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
し
か
も
、
春
の
嵐
の
よ
う
な

土
砂
降
り
の
雨
の
中
で
す
。
合
羽
を

出
し
て
・
・
・
、
な
ん
て
言
っ
て
る

間
に
す
で
に
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

く
ろ
し
お
鉄
道
の
安
田
駅
か
ら
、

現
代
の
お
遍
路
さ
ん
に
忘
れ
去
ら
れ

た
よ
う
な
遍
路
古
道
の
山
道
を
、
二

十
七
番
神
峰
寺
に
向
か
い
ま
し
た
。

山
中
の
細
い
道
を
歩
い
て
い
る
団
体

を
見
て
、
あ
れ
が
お
遍
路
さ
ん
だ
と

わ
か
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
皆
、
赤
や
黄
色
や
青
い
合
羽

第５回の記録 平成22年2月26日～28日
期日 曜日

7:30 8:35発 ANA561 10:10着 10:25発
羽田空港集合 羽田空港
空港リムジンバス 10:30着 ─徒歩─ 11:00着 11:37着 ≪くろしお鉄道≫

後免町通りバス停 約1.6㎞ 車中昼食

12:40着 12:50発 ─徒歩─ 15:00着 15:30発 ─徒歩─

約8.0㎞ 約4.0㎞

17:00着 17:26発 ≪くろしお鉄道≫ 17:38着 ─徒歩─ 17:45着
安芸駅 約3分 「山登屋旅館」宿泊：山登屋旅館

18:30 安芸市本町1-1-34

夕食 0887-35-2018

8:00発 ─徒歩─ 12:30 ─徒歩─

宿 約16.2㎞ 道の駅「夜須」昼食「リストランテ　カシ」 約8.6㎞ 宿泊：龍河温泉

15:45着 16:30発 ─送迎バス─ 16:45着 18:00 香美市土佐山田町佐古薮430-1

「龍河温泉」 夕食 0887-53-4126

7:55発 ─送迎バス─ 8:05発 ─徒歩─ 10:20着 10:50発
宿 28番大日寺 約9.0㎞

─徒歩─ 12:40着 13:00発 ─徒歩─ 13:55発
約7.5㎞ 約0.5㎞ 昼食「スーパーマルナカ」内にて
─徒歩─ 15:40着 16:10発 ≪タクシー≫ 17:00着 18:40発
約5.9㎞ 約3.0㎞

JAL1490 20:10着
羽田空港

【歩いた距離】約24.8㎞

【歩いた距離】約61.3㎞

土2月27日

3 2月28日 日

【歩いた距離】約22.9㎞

29番国分寺

31番竹林寺

30番善楽寺

高知龍馬空港

28番大日寺

2

コ ー ス 食事・宿泊

1 2月26日 金

【歩いた距離】約13.6㎞

高知龍馬空港

後免駅
昼食は、後免駅までお弁当屋
さんに届けてもらう。

安田駅 27番神峰寺

唐の浜駅
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に
身
を
包
み
、
靴
は
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

シ
ュ
ー
ズ
、
手
に
は
ス
ト
ッ
ク
で

す
。
雨
の
日
に
は
、
お
遍
路
さ
ん
の

装
束
な
ん
て
無
理
。
歩
き
の
お
遍
路

さ
ん
は
、
雨
が
降
っ
た
ら
山
男
に
な

る
の
で
し
た
。
【
前
頁
上
段
の
写
真
】

晴
れ
な
く
て
幸
い

二
日
目
は
、
今
回
の
メ
イ
ン
コ
ー

ス
。
旅
程
も
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル

に
、
宿
を
出
発
・
昼
食
・
札
所
・
宿

に

到

着
。
あ

と

は

す

べ

て
「
歩

き
」
。
二
十
名
も
の
団
体
な
の
で
、

多
少
の
時
間
差
が
生
ず
る
も
の
と
思

い
、
距
離
は
少
し
遠
慮
し
て
二
十

四
㎞
ほ
ど
に
し
ま
し
た
。
安
芸
市
か

ら
黒
潮
洗
う

海
岸
線
を
ひ

た
す
ら
西
へ

西
へ
。
天
気

が
良
け
れ
ば

海
も
き
れ
い

だ

ろ

う

に

と
、
行
楽
気

分
な
ら
思
う

と
こ
ろ
で
す

が
、
歩
き
遍

路
に
は
日
差

し
に
照
ら
さ

れ
て
体
力
が

奪
わ
れ
る
よ

り
も
曇
り
空

が
幸
い
な
の
で
す
。
二
月
と
は
い

え
、
歩

け

ば

大

汗

な

の

で

す

か

ら
・
・
・
。

風
が
吹
い
た
ら
、
和
尚
の
せ
い

雨
・
曇
り
と
来
て
、
三
日
目
は
晴

れ
で
、
風
の
あ
る
日
で
し
た
。

そ
の
昔
、
よ
う
や
く
京
都
の
町
に

臨
済
宗
の
お
寺
を
造
っ
て
良
い
と
い

う
許
し
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
年

の
京
都
は
、
大
風
が
吹
い
た
り
嵐
に

な
っ
た
り
し
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な

大
風
が
吹
い
た
り
す
る
の
は
、
袖
の

大
き
な
衣
を
着
た
臨
済
宗
の
坊
さ
ん

が
京
都
の
街
を
闊
歩
し
始
め
た
せ
い

だ
と
揶
揄
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

昔
の
和
尚
さ
ん
た
ち
の
弁
明
を
す

る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
風
が
吹

く
か
ら
袖
が
膨
ら
む
の
で
す
。
【
左
の

写
真
】

振
り
返
れ
ば
、
三
日
間
歩
き
に
歩

い
て
、
六
十
キ
ロ
の
大
台
に
乗
り
ま

し
た
。
人
間
、
よ
い
仲
間
が
い
て
、

そ
の
気
に
な
れ
ば
で
き
る
も
の
だ
と

実
感
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
圓
福
寺

か
ら
直
線
六
十
キ
ロ
は
、
国
立
駅
や

大
船
駅
、
鴨
川
の
仁
右
衛
門
島
・
銚

子
付
近
・
岩
井
海
岸
な
ど
で
す
。

神
峰
寺
へ
の
遍
路
古
道
。
日
中
で

も
暗
く
、
一
人
で
は
心
細
い
。

天
気
が
良
く
、
田
の
畔
を
歩
く
。

こ
こ
も
へ
ん
ろ
道
。
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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６回

二
巡
目
の
第
六
回
の
参
加
者
を
募
集
い

た
し
ま
す
。

六
回
目
は
、
高
知
市
内
か
ら
始
ま
る
比

較
的
平
坦
な
へ
ん
ろ
道
で
す
。
途
中
に
桂

浜
が
あ
っ
た
り
、
清
流
仁
淀
川
を
渡
り
、

横
波
黒
潮
ラ
イ
ン
へ
と
足
を
向
け
ま
す
。

土
佐
、
修
行
の
道
場
の
中
間
地
点
で
す
。

【
日
程
】

十
一
月
二
十
六
日
（
金
）

 
 
 
 
 
 
 
 

～
二
十
八
日
（
日
）

【
旅
程
】

飛
行
機
に
て
高
知
へ
。
前
回

歩
き
終
え
た
と
こ
ろ
ま
で
タ
ク
シ
ー

に
分
乗
し
て
移
動
。
三
十
二
番
禅
師

峰
寺
参
拝
後
、
海
岸
に
沿
っ
て
西

へ
。
途
中
、
浦
戸
湾
渡
船
に
乗
り
三

十
三
番
雪
蹊
寺
。
門
前
の
へ
ん
ろ
宿

泊
。
二
日
目
は
、
三
十
四
番
と
三
十

五
番
と
参
拝
し
、
国
民
宿
舎
「
土

佐
」
泊
。
三
日
目
に
三
十
六
番
青
龍

寺
参
拝
、
時
間
の
許
す
所
ま
で
歩
い

て
、
高
知
龍
馬
空
港
か
ら
帰
路
。

【
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
。

土
曜
会

二
月
二
十
日
（
土
）
午
後
三
時
～

「
精
進
料
理
教
室
」

 
 
 

講
師

小
山

稔
さ
ん

御
献
立

一
、
八
方
汁
の
作
り
方

一
、
飛
龍
頭

あ
ん
か
け

一
、
か
ぶ
を
使
っ
て

 
 

・
田
楽

 
 

・
皮
の
刻
み
漬
け

柚
子
風
味

 
 

・
か
ぶ
の
葉
の
煮
浸
し

一
、
叩
き
牛
蒡

胡
麻
正
油

一
、
蓮
根
と
コ
ン
ニ
ャ
ク
の

 
 
 
 

 
 
 

辛
子
酢
味
噌
和
え

一
、
蓮
餅
と
菜
の
花
の
吸
い
物

一
、
五
目
お
こ
わ
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□
□
境
内
墓
地
の
ご
案
内

境
内
の
墓
地
に
空
き
が
で
き
ま
し
た
の

で
、
ご
希
望
さ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
募
集
期
間
・
・
・
八
月
末
ま
で

 
 

（
応
募
者
が
多
い
場
合
は
、
抽
選
と
な

り
ま
す
。
）

◇
募
集
区
画
・
・
・
二
区
画

◇
区
画
面
積
・
・
・

 
 
 
 

 
 

奥
行
85
㎝
×
幅
90
㎝

◇
永
代
使
用
料
・
・
百
万
円

◇
応
募
資
格
・
・
・

 
 
 
 

圓
福
寺
の
檀
徒
と
な
る
こ
と
。

（
過
去
の
宗
旨
・
宗
派
は
問
い
ま
せ
ん
。
）

◇
建
墓
条
件
・
・
・

 
 

 
 

 
 

 

丘
カ
ロ
ー
ト
式
で
す
。

墓
石
に
つ
い
て
は
特
に

条
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。

５月１８日 於：千葉新日本ゴルフ倶楽部

三
十
一
回
大
会
は
、
参
加
者

二
十
一
名
、
六
組
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
成
績
は
、
表
の
通
り

で
す
。

参
加
者
の
罰
金
で
集
め
ら
れ

た
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
二
万
五
千
二

百
円
は
、
妙
心
寺
お
か
げ
さ
ま

献
金
に
、
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

次

回

は
、
十

月

十

九

日

（
火
）
に
開
催
予
定
で
す
。
皆

様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

順位 ｸﾞﾛｽ ﾊﾝﾃﾞｨ ﾈｯﾄ
優勝 髙山　練正 103 30 73

準優勝 宇山　政博 112 36 76
３位 永田　猛 106 29 77
４位 佐藤  美智子 109 32 77
５位 荒井　恒夫 97 19 78

順位 ｸﾞﾛｽ ﾊﾝﾃﾞｨ ﾈｯﾄ
優勝 佐藤  美智子 109 32 77

準優勝 梅田　道子 117 36 81
３位 佐藤　とも子 109 23 86

女性の部

い
つ
で
も
ご
自
由

に

ご

見

学

く

だ

さ

い
。
ま

た
、
ご

不

明

な
点
は
お
寺
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

科　目 金　額 備　　　　　　　　　考

前年度繰越金 54,477

お寺より活動費 1,610,000

行事収入 1,775,546 年越し参り、地蔵盆・禅童会・土曜会・新年会・写経会・ご詠歌などの参加費を含む

雑収入 60,331 東京教区からの法話会助成金5年遡及を含め6年分及び預金決算利息

歳入合計 \3,500,354

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 2,201,995 年越し参り・地蔵盆・禅童会・土曜会・写経会・ご詠歌ほか

事務費 361,608 事務経費、行事案内状の印刷費、郵送料を含む

会議費 236,087 月例役員会

研修費 261,999 役員研修及び霊桃寺法要参列旅費

慶弔費 115,000 霊桃寺法要、霊桃寺花園会設立25周年ご祝儀ほか

雑費 0

歳出合計 \3,344,189

\156,165 　　剰余金￥156,165は次年度繰越金としました。剰余金

平成２１年度花園会会計報告
平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日

歳
　
入

歳
　
出
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平
成
二
十
二
年
上
半
期

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄

２
月

１
月

26
日
～
28
日

20
日

17
日

15
日

11
日
～
14
日

７
日

３
日

30
日

20
日

17
日

１
日
～
３
日

１
日

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅
（
二
巡
目
の
第
五
回
）

土
曜
会
「
精
進
料
理
教
室
」

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座

幼
稚
園
、
年
長
組
「
お
茶
会
」

幼
稚
園
、
職
員
研
修
旅
行

写
経
会

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座

幼
稚
園
バ
ザ
ー
「
く
す
の
き
ま
つ
り
」

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座

花
園
会
新
年
会

修
正
会

新
春
ご
祈
祷

３
月

３
日

社
会
保
険
セ
ン
タ
ー
写
経
講
座
（
最
終
回
）

７
日

写
経
会

16
日

14
日

幼
稚
園
、
卒
園
式

春
彼
岸
法
要

23
日

彼
岸
法
話
会

布
教
師

中
西

東
峰
師

６
月

５
月

４
月

３
月

14
日
～
15
日

６
日

５
日
～
７
日

５
日

18
日

17
日

15
日

９
日

27
日

24
日
～
25
日

19
日

12
日

11
日

４
日

26
日
～
28
日

24
日

柏
井
高
校
野
球
部
、
宿
泊
坐
禅

写
経
会

土
曜
会
、
「
臼
杵
石
仏
と
高
千
穂
の
旅
」

東
京
養
源
寺
、
住
職
結
婚
式

第
31
回
花
園
会
ゴ
ル
フ
大
会
、
千
葉
新
日
本

幼
稚
園
、
決
算
監
査

土
曜
会
、
市
原
ボ
ラ
ン
テ
ラ

写
経
会

成
田
市
円
通
寺
、
住
職
津
送
（
本
葬
）

磐
田
市
中
泉
寺
、
晋
山
式

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
体
験
写
経
会

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
体
験
坐
禅
会

幼
稚
園
、
入
園
式

写
経
会

冬
の
寺
子
屋

於
新
潟
県
苗
場

取
手
長
禅
寺
彼
岸
法
要

７
月

１
日

静
岡
市
宝
泰
寺
、
連
続
法
話
会

４
日

写
経
会

10
日

初
盆
・
新
入
檀
信
徒
施
餓
鬼
会

11
日

山
門
施
餓
鬼
会
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は
じ
め
て
の
お
べ
ん
と
う

（
５
月
の
「
園
だ
よ
り
」
か
ら
）

４
月
も
下
旬
に
な
り
一
日
保
育
が

始
ま
り
、
同
時
に
お
弁
当
も
始
ま
り

ま
し
た
。

入
園
し
た
て
の
年
少
さ
ん
だ
っ
た

ら
、
お
弁
当
を
カ
バ
ン
か
ら
出
せ
な

い
子
、
う
ま
く
広
げ
ら
れ
な
い
子
、

ま
し
て
上
手
に
食
べ
る
な
ん
て
至
難

の
業
。
お
腹
が
減
っ
て
い
る
の
に
食

べ
ら
れ
ず
に
泣
き
だ
す
子
、
機
嫌
悪

く
す
る
子
な
ど
、
そ
ん
な
子
ど
も
た

ち
が
た
く
さ
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、

心
配
に
な
っ
て
見
に
行
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
み
ん
な
お
弁
当
を
ち
ゃ

ん
と
広
げ
て
、
ど
の
子
も
散
ら
か
し

て
食
べ
て
い
る
様
子
は
な
く
、
美
味

し
そ
う
に
上
手
に
食
べ
て
い
ま
し

た
。

机
の
ま
わ
り
を
歩

き
な
が
ら
お
弁
当
を

見
せ
て
も
ら
う
と
、

ど
の
お
弁
当
も
色
彩

豊
か
で
、
か
わ
い
い

お
に
ぎ
り
が
あ
っ
た

り
、
野
菜
も
よ
く
考

え
ら
れ
て
い
る
な
あ

と

感

心
、
い

え

い

え
、
そ
れ
以
上
に
感

動
す
ら
覚
え
ま
し
た
。

私
の
記
憶
の
中
で
最
初
の
お
べ
ん

と
う
が
い
つ
の
も
の
だ
っ
た
の
か
、

残
念
な
が
ら
思
い
出
せ
ま
せ
ん
。
母

に
は
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
穴
川

花
園
幼
稚
園
の
子
ど
も
た
ち
の
よ
う

に
、
感
動
す
る
よ
う
な
お
弁
当
で
な

か
っ
た
事
は
確
か
で
す
。
で
も
、
良

く
覚
え
て
い
る
の
は
、
の
り
巻
き
で

す
。
今
で
い
え
ば
太
巻
き
と
い
う
や

つ
で
す
。
遠
足
や
運
動
会
と
い
っ
た

特
別
な
日
だ
け
に
、
母
が
作
っ
て
く

れ
る
も
の
で
し
た
。
具
は
、
か
ん

ぴ
ょ
う
と
卵
焼
き
と
で
ん
ぶ
。
酢
飯

を
作
っ
て
、
海
苔
の
上
に
薄
く
延
ば

し
て
、
そ
の
上
に
具
を
並
べ
る
の
で

す
が
、
で
ん
ぶ
が
多
め
に
入
る
か
ど

う
か
目
を
凝
ら
し
て
見
て
い
た
記
憶

が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
作
る
様
子
ま

で
覚
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
母

の
そ
ば
を
離
れ
ず
に
、
の
り
巻
き
を

作
る
様
子
を
見
て
い
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

と
に
か
く
遠
足
で
は
お
弁
当
が
楽

し
み
で
し
た
。
早
く
の
り
巻
き
が
食

べ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
年
に

数
回
し
か
食
べ
ら
れ
な
い
、
特
別
料

理
で
し
た
か
ら
・
・
・
。

食
に
恵
ま
れ
て
い
る
現
代
の
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
、
い
つ
で
も
美
味

し
い
も
の
が
食
べ
ら
れ
て
、
ネ
ッ
ト

で
お
取
り
寄
せ
が
で
き
て
、
そ
の
上

お
湯
を
入
れ
た
り
、
レ
ン
ジ
で
チ
ン

す
る
だ
け
の
手
軽
さ
で
食
事
が
で
き

る
の
で
す
が
、
親
が
作
っ
て
く
れ
た

お
弁
当
は
い
つ
ま
で
も
記
憶
に
残
る

大
切
な
味
だ
と
い
う
こ
と
は
、
不
変

で
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま

す
。今

月
は
親
子
遠

足
が
あ
り
ま
す
。

幼
稚
園
の

遠
足

で
、
親
子
で
食
べ

る
お
弁
当
は
き
っ

と
特
別
な
味
と
し

て
、
子
ど
も
た
ち

の
こ
こ
ろ
に
残
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
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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

八
回
。
昨
年
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
た
め
に
急
き
ょ
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
今
年

は
八
月
二
十
一
日
に
開
催
予
定
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２１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
。


