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■
金
環
日
食

五
月
二
十
一
日
、
幼
稚
園
の
子
ど

も
た
ち
と
「
金
環
日
食
」
を
観
察
し

ま
し
た
。
い
つ
も
は
八
時
半
過
ぎ
に

登
園
な
の
で
す
が
、
そ
の
日
は
朝
七

時
十
五
分
に
登
園
し
て
、
屋
上
か
ら

観
察
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
何
日
も
前
か
ら
観

測
用
の
サ
ン
グ
ラ
ス
の
使
い
方
を
練

習
し
て
、
い
ざ
当
日
で
す
。
あ
い
に

く
の
曇
り
空
で
金
環
日
食
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う

か
の
微
妙
な
天
気
で

し
た
。
そ
れ
で
も
時

折
雲
が
薄
く
な
る
こ

と
が
あ
っ
て
、
わ
ず

か
な
希
望
を
持
っ
て

屋
上
で
待
っ
て
い
ま

し
た
。
す
る
と
、
雲
が
薄
く
な
っ
た

部
分
が
明
る
く
な
り
日
食
が
始
ま
っ

た
太
陽
が
少
し
だ
け
顔
を
の
ぞ
か
せ

ま
し
た
。
「
見
え
た
ー
っ
。
」
と
い

う
声
に
、
子
ど
も
た
ち
は
一
生
懸
命

観
測
用
サ
ン
グ
ラ
ス
を
、
練
習
し
た

通
り
に
顔
を
下
か
ら
上
に
向
け
て
金

環
日
食
を
探
し
ま
す
。
私
も
子
ど
も

た
ち
と
一
緒
に
サ
ン
グ
ラ
ス
越
し
に

金
環
日
食
を
見
よ
う
と
思
い
ま
し
た

が
、
全
然
見
え
ま
せ
ん
。

金
環
日
食
を
裸
眼
で
見
な
い
で
く

だ
さ
い
と
、
ニ
ュ
ー
ス
で
も
言
っ
て

い
ま
し
た
の
で
、
裸
眼
で
見
た
ら
い

け
な
い
と
思
い
つ
つ
、
サ
ン
グ
ラ
ス

を
外
し
て
見
る
と
、
薄
雲
を
す
か
し

て
金
環
日
食
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
も
う
一
度
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か

け
て
見
て
い
る
と
、
雲
が
薄
く
な
る

と
サ
ン
グ
ラ
ス
越
し
で
も
金
環
日
食

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

相
変
わ
ら
ず
子
ど
も
た
ち
は
サ
ン

グ
ラ
ス
を
か
け
た
ま
ま
、
見
え
な
～

い
、
見
え
な
～
い
と
言
っ
て
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
を
見
て
い
る
と
、

ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
す
ぐ
に
「
見

え
な
～
い
。
」

雲
が
切
れ
た
と
き

に
、
先
生
が
一
生
懸
命
、
今
見
え
る

よ

と

言

っ

て

も
、
「
見

え

な

～

い
。
」

そ
の
後
、
雲
が
か
な
り
薄
く
な
っ

た
時
に
、
サ
ン
グ
ラ
ス
越
し
に
、
全

員
が
金
環
日
食
を
観
察
す
る
こ
と
が

で
き
た
よ
う
で
し
た
。

■
目
を
凝
ら
す

金
環
日
食
の
観
察
を
し
た
子
ど
も

た
ち
の
姿
を
見
て
、
今
の
子
ど
も
た

ち
は
、
「
目
を
凝
ら
す
」
と
い
う
こ

と
を
知
ら
な
い
の
だ
な
と
思
い
ま
し

た
。観

測
用
サ
ン
グ
ラ
ス
で
金
環
日
食

を
見
る
と
き
、
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け

で
す
ぐ
に
「
見
え
な
～
い
。
」
と
い

「

大

圓

鏡

智

」

―
―
―
自
己
を
見
つ
め
る
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う
子
ど
も
ば
か
り
で
し
た
。
そ
ん
な

時
は
、
目
を
凝
ら
し
て
、
そ
の
暗
さ

に
目
を
慣
ら
す
と
次
第
に
見
え
て
く

る
な
ん
て
い
う
経
験
を
し
た
子
が
い

な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
た

ち
の
環
境
を
考
え
て
み
る
と
、
夜
暗

か
っ
た
ら
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
を
押
せ

ば
い
い
で
し
ょ
う
、
中
に
は
セ
ン

サ
ー
が
あ
っ
て
人
が
い
た
ら
自
動
で

電
気
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
場

所
も
あ
り
ま
す
。
電
気
の
な
い
夜
中

で
も
、
月
明
か
り
や
雪
明
り
な
ん
て

い
う
の
が
あ
っ
て
目
を
凝
ら
せ
ば
次

第
に
見
え
て
く
る
な
ん
て
生
活
を
知

ら
な
い
の
で
す
。
ま
し
て
や
、
漆
黒

の
暗
闇
の
中
を
歩
く
な
ん
て
ま
ず
あ

り
ま
せ
ん
。
コ
ン
ビ
ニ
は
二
十
四
時

間
、
必
要
以
上
に
明
る
く
、
震
災
後

の
節
電
の
一
時
期
を
除
け
ば
、
夜
通

し
煌
々
と
し
て
い
ま
す
。
夜
道
も
街

灯
が
道
を
照
ら
し
て
い
ま
す
し
、
身

の
回
り
に
真
っ
暗
闇
な
ん
て
な
い
わ

け
で
す
。
眼
を
凝
ら
す
必
要
な
く

育
っ
て
い
る
い
る
の
で
す
。

■
五
眼

こ
の
見
る
と
い

う
働
き
を
す
る
器

官
が
「
眼
」
で
す

が
、
仏
教
で
は
五

種
類
あ
り
ま
す
。

五
眼
（
ご
げ
ん
）
と
い
い
ま
す
。
肉

眼
・
天
眼
・
慧
眼
・
法
眼
・
仏
眼
の

五
つ
で
す
。

肉
眼
で
は
、
こ
の
世
の
も
の
を
見

る
、
生
老
病
死
の
苦
し
み
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
い
、
天
眼
で
は
、

天

は
、
天
・
人
・
修

羅
・
畜

生
・
餓

鬼
・
地
獄
の
六
道
の
一
番
目
で
、
そ

の
天
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ

の
世
だ
け
で
な
く
六
道
の
す
べ
て
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
眼
と
い
わ
れ
ま

す
。慧

眼
は
、
智
慧
の
眼
で
す
。
『
菩

提
和
讃
』
に
「
観
世
の
慧
眼
あ
き
ら

か
に
、
広
く
衆
生
に
回
向
し
て
」
と

出
て
き
ま
す
か
ら
、
観
音
様
の
眼
の

こ
と
を
慧
眼
と
い
い
ま
す
。
で
は
、

ど
ん
な
眼
か
と
い
う
と
、
観
世
音
と

い
う
よ
う
に
、
姿
・
形
・
見
た
目
だ

け
で
な
く
、
音
を
も
見
る
と
い
う
こ

と
で
、
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
感
を
通
し

て
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
眼
が
慧
眼

で
し
ょ
う
。

法
眼
は
、
世
の
中
で
お
こ
る
こ

と
、
お
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
真
相
を

見
る
こ
と
の
で
き
る
眼
だ
と
い
わ
れ

ま
す
。
仏
教
の
因
果
の
教
え
に
適
っ

て
い
る
の
か
ど
う
か
か
ら
判
断
で
き

る
眼
が
、
法
眼
で
す
。

最
後
の
仏
眼
は
、
肉
眼
・
天
眼
・

慧
眼
・
法
眼
の
四
つ
を
兼
ね
備
え

た
、
す
べ
て
の
真
実
を
、
本
当
の
姿

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
眼
と
い
う
の

で
す
。

私
た
ち
も
こ
の
五
眼
で
見
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か

そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。

朝
起
き
た
ら
テ
レ
ビ
を
つ
け
て
映

像

を

見

ま

す
。
今

日

は

ど

ん

な

ニ
ュ
ー
ス
が
あ
る
か
な
、
昨
日
の
プ

ロ
野
球
の
結
果

は
ど
う
だ
っ
た

か

な
。
新

聞

の

折
り
込
み
広
告

を

見

て
、
ど

こ

の
ス
ー
パ
ー
が
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セ
ー
ル
を
や
っ
て
い
る
か
な
。
ど
こ

の
デ
パ
ー
ト
が
北
海
道
物
産
展
を
し

て
い
る
か
な
。
な
ど
な
ど
た
く
さ
ん

の
情
報
を
眼
か
ら
得
ま
す
。

町
に
出
れ
ば
、
た
く
さ
ん
の
広
告

が
眼
か
ら
入
っ
て
き
ま
す
。
ラ
ン
チ

が
四
百
八
十
円
か
あ
、
安
い
な
あ
と

か
。
夏
に
な
っ
て
「
氷
」
の
幟
を
見

て
は
う
ま
そ
う
だ
な
あ
、
冷
た
く
て

い
い
だ
ろ
う
な
あ
と
か
。

町
で
た
く
さ
ん
の
人
に
出
会
っ

て
、
き
れ
い
な
人
が
い
れ
ば
見
と

れ
、
手
に
持
っ
て
い
る
バ
ッ
グ
を
見

て
は
あ
れ
は
グ
ッ
チ
の
高
い
や
つ
だ

と
か
、
あ
れ
は
ル
イ
ヴ
ィ
ト
ン
の
ニ

セ
モ
ノ
の
バ
ッ
グ
だ
と
か
・
・
・
。

と
に
か
く
眼
か
ら
入
っ
て
く
る
情

報
に
よ
っ
て
振
り
回
さ
れ
て
、
こ
れ

を
「
眼
う
つ
り
」
と
い
う
わ
け
で
す

が
、
振
り
回
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で

す
。
外
に
ば
か

り

目

が

向

い

て
、
私
た
ち
は

肝
心
な
も
の
を

見
失
い
が
ち
で

す
。
そ

れ

は
、

一
番
身
近
で
一
番
大
切
な
自
分
、
見

失
っ
て
は
い
け
な
い
自
分
で
す
。

■
大
円
鏡
智

毎
朝
鏡
に
映
る
自
分
を
見
る
で

し
ょ
う
。
女
性
の
方
だ
っ
た
ら
お
化

粧
を
し
て
、
男
の
方
は
ひ
げ
を
そ
っ

て
、
私
だ
っ
て
一
日
一
回
ぐ
ら
い
は

鏡
を
見
ま
す
、
平
均
す
る
と
で
す

が
・
・
・
。
で
も
、
こ
れ
は
肉
眼
で

見
て
い
る
だ
け
で
す
。
姿
・
形
を
見

て
い
る
だ
け
で
、
五
つ
あ
る
と
い
う

眼
を
活
用
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

そ
の
時
に
役
立
つ
鏡
が
あ
り
ま

す
。「

大
円
鏡
智
」
と
い
う
鏡
で
す
。

大
き
な
丸
い
鏡
の
よ
う
な
働
き
を
、

大
円
鏡
智
と
い
い
ま
す
。
智
は
、
働

き
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
大
円
鏡
智
は
、
仏
さ
ん
の

持
っ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
働
き
の
中

の
一
つ
で
す
。
鏡
で
す
か
ら
、
そ
の

前
に
立
て
ば
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
、

そ
れ
も
仏
さ
ん
の
五
眼
で
見
る
よ
う

に
映
し
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。
だ
か

ら
、
仏
さ
ん
の
前
に
坐
る
と
き
正
し

い
姿
勢
で
坐
ら
な
な
い
と
気
が
引
け

る
し
、
子
ど
も
が
行
儀
悪
か
っ
た

ら
、
ち
ゃ
ん
と
正
座
し
な
さ
い
と
叱

る
わ
け
で
す
。

■
父
の
大
円
鏡
智

私
事
で
す
が
、
私
の
父
は
、
私
が

生
ま
れ
て
百
日
の
時
に
亡
く
な
り
ま

し
た
。
と
い
う
か
、
亡
く
な
っ
た
の

だ
そ
う
で
す
。
父
は
結
核
を
患
っ
て

い
ま
し
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
私
は
父
を
知
ら

ず
に
、
父
は
写
真
の
中
の
人
と
し
て

育
ち
ま
し
た
。
大
学
に
入
る
と
き

に
、
よ
く
考
え
ず
に
偏
差
値
に
見
合

う
大
学
に
行
け
ば
い
い
ぐ
ら
い
に
し

か
思
っ
て
お
ら
ず
、
の
ほ
ほ
ん
と
大



圓福寺報                                第６１号

5

学
生
活
を
六
年
も
や
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
い
ざ
就
職
の
時
、
周
り
の
連

中
は
教
員
採
用
試
験
を
受
け
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
方
の
教
員
に
な
る
と
い

う
目
標
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私

は
寺
の
後
を
継
ぐ
わ
け
で
も
な
く
、

か
と
い
っ
て
教
員
と
い
う
が
ら
で
も

な
く
、
と
い
い
な
が
ら
今
で
は
幼
稚

園
の
園
長
な
の
で
す
が
、
特
に
こ
れ

と
い
っ
た
就
活
も
せ
ず
と
い
う
状
態

で
し
た
。

父
親
が
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

お
そ
ら
く
母
親
が
父
の
修
行
の
時
の

話
や
住
職
を
し
て
か
ら
の
話
、
お
寺

の
生
活
と
い
っ
た
も
の
を
自
然
と
身

に
つ
け
さ
せ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
住
職
が
お
ら
ず
、
兄
も
大

学
に
行
っ
て
い
た
時
期
に
は
、
ご
法

事
の
塔
婆
を
隣
の
浄
土
宗
の
お
寺
に

頼
み
に
小
学
校
低
学
年
の
私
が
塔
婆

を
持
っ
て
歩
い
て
言
っ
た
覚
え
が
あ

り
ま
す
。
そ
ん
な
で
し
た
か
ら
、
ど

こ
か
に
、
最
後
は
僧
堂
、
修
行
道
場

に
行
け
ば
い
い
と
い
う
、
保
険
み
た

い
な
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
ん

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
卒
業
の
時

に
、
そ
の
保
険
を
使
い
ま
し
た
。
修

行
道
場
に
行
こ
う
と
思
っ
た
の
で

す
。道

場
に
入
る
と
き
の
作
法
を
教
え

て
も
ら
い
、
い
き
な
り
の
入
門
と
な

り
ま
し
た
。
右
も
左
も
分
か
ら
ず
、

と
に
か
く
作
務
と
い
う
野
良
仕
事
が

た
く
さ
ん
あ
る
道
場
が
い
い
と
い
う

だ
け
で
平
林
寺
に
行
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
そ
れ
は
緊
張
の
連
続
、
作

法
は
い
ろ
い
ろ
う
る
さ
い
し
、
お
経

を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
坐

禅
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

ち
ょ
っ
と
で
も
失
敗
し
た
り
間
違
え

た
り
す
れ
ば
先
輩
の
ど
な
り
声
が
飛

ん
で
く
る
の
で
す
。

そ
ん
な
中
、
ふ
と
思
う
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
父
の
こ
と
で
す
。
写
真

で
し
か
見
た
こ
と
が
な
く
、
母
の
話

で
し
か
知
ら
な
い
父
の
こ
と
を
思
い

ま
し
た
。

父
は
、
材
木
商
を
営
む
両
親
が
離

婚
し
、
そ
の
後
、
母
親
が
四
十
才
そ

こ
そ
こ
で
亡
く
な
り
、
残
さ
れ
た
父

の
兄
弟
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
い
ろ
ん
な

と
こ
ろ
に
預
け
ら
れ
た
り
、
養
子
に

出
さ
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
た
ま
た

ま
私
の
父
は
、
本
を
読
む
の
が
好
き

だ
っ
た
の
か
字
が
書
け
た
の
か
で
お

寺
に
小
僧
に
出
さ
れ
た
の
で
し
た
。

愛
媛
県
の
東
予
市
と
い
う
瀬
戸
内
海

に
面
し
た
町
で
す
。
そ
の
後
、
師
匠

が
お
寺
を
移
ら
れ
る
の
に
伴
い
、
大

洲
市
そ
し
て
川
口
市
と
移
り
大
学
を

出
し
て
も
ら
い
、
妙
心
寺
の
専
門
道

場
と
大
徳
寺
の
専
門
道
場
で
修
行
を

し
た
そ
う
で
す
。

私
も
父
と
同
じ
よ
う
に
道
場
に
行

く
よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
父
の
こ

と
を
思
い
ま
し
た
。
父
も
同
じ
よ
う

に
、
先
輩
か
ら
怒
鳴
ら
れ
、
坐
禅
で

足
が
痛
い
思
い
を
し
、
わ
ら
じ
を
履

い
て
托
鉢
を
し
、
冬
に
は
あ
か
ぎ
れ

の
足
を
引
き
ず
っ
て
歩
い
た
だ
ろ
う
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し
、
氷
の
よ
う
に
冷
た
い
水
で
雑
巾

が
け
も
し
た
の
だ
ろ
う
と
、
父
の
こ

と
を
思
い
ま
し
た
。
は
じ
め
て
、
お

坊
さ
ん
に
な
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
い

ま
し
た
。
父
と
私
と
を
重
ね
て
見
る

こ
と
で
、
父
は
私
に
と
っ
て
の
大
円

鏡
智
と
な
り
ま
し
た
。
苦
し
い
時
、

つ
ら
い
時
、
父
と
い
う
大
円
鏡
智
に

自
分
を
映
し
て
み
て
、
多
少
が
ん
ば

る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
実
際
の
父
が
眼
の
前
に

い
た
ら
、
お
そ
ら
く
反
発
し
た
り
口

答
え
で
き
た
り
し
た
わ
け
で
す
か

ら
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
見
つ
め
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
何
を
言
っ
て
も
届
か
な
い
、
何

も
言
っ
て
く
れ
な
い
と
い
う
鏡
だ
っ

た
か
ら
よ
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

そ
の
点
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
が

仏
さ
ん
に
な
っ
て
、
大
円
鏡
智
と
い

う
働
き
を
持
っ
て
く
れ
る
こ
と
は
、

残
さ
れ
た
者
に
自
ら
を
見
つ
め
る
機

会
を
作
っ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と

で
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
の
で
す
。

■
大
円
鏡
智
の
は
た
ら
き

大
円
鏡
智
と
い
う
鏡
は
、
鏡
で
す

か
ら
、
そ
の
前
に
立
っ
た
時
の
自
分

し
か
映
し
ま
せ
ん
。
前
に
映
っ
て
い

た
自
分
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ

の
時
こ
う
だ
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
と
昔

を
蒸
し
返
す
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

た
っ
た
今
の
自
分
の
あ
り
よ
う
を
、

五
眼
で
見
つ
め
る
の
に
格
好
の
道
具

が
こ
の
大
円
鏡
智
で
す
。

そ
の
大
円
鏡
智
を
持
っ
て
い
る
の

は
、
み
な
さ
ん
お
一
人
お
一
人
の
先

祖
の
方
々
、
仏
さ
ん
た
ち
で
す
。
先

祖
の
居
な
い
人
は
誰
一
人
と
し
て
い

な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
は

い
つ
で
も
大
円
鏡
智
と
い
う
鏡
を
引

き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

そ
の
大
円
鏡
智
の
鏡
に
自
分
を
映
す

と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
を
五
眼

で
見
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

天
眼
で
は
、
今
の
自
分
は
六
道
の

ど
の
心
で
い
る
か
を
見
る
こ
と
が
で

き
、
い
ら
い
ら
怒
っ
て
ば
か
り
い
な

い
か
、
餓
鬼
や
畜
生
の
よ
う
に
貪
っ

て
い
な
い
か
、
人
に
不
親
切
だ
っ
た

り
意
地
悪
だ
っ
た
り
し
て
地
獄
の
よ

う
な
出
来
事
を
お
こ
し
て
い
な
い

か
。慧

眼
で
、
観
音
様
の
よ
う
に
相
手

の
気
持
ち
に
な
っ
て
考
え
、
行
動
で

き
て
い
る
か
を
見
、
法
眼
で
は
因
果

の
教
え
に
背
い
て
い
な
い
か
を
見
る

こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
今
の
自
分

が
正
し
い
の
か
、
今
の
自
分
が
ど
う

生
き
て
い
け
ば
い
い
の
か
を
教
え
て

く
れ
る
の
が
大
圓
鏡
智
で
す
。

鏡
に
は
持
ち
運
び
に
便
利
な
コ
ン

パ
ク
ト
と
い
う
の
が
あ
る
そ
う
で

す
、
大
圓
鏡
智
も
常
に
持
ち
歩
い
て

い
た
だ
き
、
周
り
に
ば
か
り
目
を
向

け
な
い
で
、
自
ら
を
見
つ
め
る
こ
と

を
忘
れ
ず
に
生
き
て
い
き
た
い
も
の

で
す
。

肉眼

慧眼

法眼

仏眼

天眼
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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10回

二
巡
目
の
第
十
回
の
参
加
者
を
募
集
い
た
し

ま
す
。
今
回
は
、
愛
媛
県
に
入
っ
て
三
回
目

で
、
伊
予
の
難
所
二
ヶ
寺
を
お
参
り
し
た
後
、

一
気
に
道
後
温
泉
石
手
寺
に
向
け
て
の
下
り
と

な
り
ま
す
。
札
所
は
四
十
四
番
か
ら
五
十
一
番

ま
で
、
八
か
所
お
参
り
し
ま
す
。

【
日
程
】

十
一
月
十
六
日
（
金
）

 
 
 
 
 
 
 
 

～
十
八
日
（
日
）

【
旅
程
】

飛
行
機
に
て
松
山
へ
。
電
車
に
て

内
子
、
町
営
バ
ス
に
て
移
動
。
畑
峠
遍
路

道
を
歩
い
て
四
十
四
番
大
寶
寺
参
拝
、
宿

坊
泊
。
二
日
目
、
大
寶
寺
か
ら
四
十
五
番

岩
屋
寺
ま
で
山
中
の
遍
路
。
岩
屋
寺
参
拝

後
路
線
バ
ス
に
て
移
動
。
三
坂
峠
か
ら
四

十
六
番
浄
瑠
璃
寺
ま
で
下
り
、
宿
泊
。
三

日
目
、
五
十
一
番
石
手
寺
ま
で
遍
路
。
道

後
温
泉
に
て
休
憩
後
、
松
山
空
港
か
ら
帰

路
。
三
日
間
の
歩
行
距
離
は
、
約
四
十

三
㎞
を
予
定
。

【
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
。

竜
波
禅
士
圓
福
寺
入
寺

か
ね
て
よ
り
、
市
原
別
院
耕
雲
寺

担
当
の
副
住
職
を
お
願
い
し
て
い
た

田
中
竜
波
禅
士
が
、
八
月
よ
り
入
寺

い
た
し
ま
す
。

八
月
盆
の
お
宅
に
は
、
早
速
棚
経

か
ら
お
伺
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

左
記
、
略
歴
を
ご
紹
介
い
た
し
ま

す
。長

崎
県
対
馬
市
、
臨
済
宗
南
禅
寺

派
西
山
寺
住
職
田
中
節
孝
師
の
次
男

と
し
て
生
ま
れ
る
。

高
校
卒
業
後
、
京
都
花
園
大
学
入

学
。
大
学
三
・
四
年
時
、
石
庭
で
有

名
な
「
龍
安
寺
」
に
て
徒
弟
生
活
を

し
な
が
ら
大
学
に
通
う
。

花
園
大
学
卒
業
後
、
京
都
大
徳
寺

専
門
道
場
で
五
年
間
修
行
。
七
月

い
っ
ぱ
い
で
道
場
を
出
て
、
千
葉
圓

福
寺
に
入
寺
予
定
。

年
齢
は
、
二
十
七
歳
。
独
身
。
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第 ９ 回 の あ し あ と

二
巡
目
第
九
回
の
四

国
あ
る
き
遍
路
の
旅

は
、
二
月
二
十
四
日
～

二
十
六
日
の
二
泊
三

日
、
十
七
名
の
参
加
者

で
行
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。歩

い
て
も
歩
い
て
も

手
が
か
じ
か
ん
で
い

る
、
寒
さ
が
印
象
的
な

遍
路
で
し
た
。

右
の
写
真
は
、
鳥
坂
峠
（
と
さ
か
と

う
げ
）
付
近
の
遍
路
道
。
か
つ
て
は
宇

和
島
と
大
洲
を
結
ぶ
交
通
の
要
所
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
左
は
、
初
日
に
歩
い
た

歯
長
峠
（
は
な
が
と
う
げ
）
で
す
。

期日 曜日
7:25発 ANA583 08:55着 9:10発

羽田空港
空港連絡バス 9:29着 10:14発 JR土讃線 11:30着 11:32発

「宇和海９号」
土佐くろしお鉄道 11:48着 11:50発 ─徒歩─ 11:55着 12:45発

しまんと２号 約0.5㎞

─徒歩─ 13:00着 13:30発 ─徒歩─ 14:10着 14:35発
約1.6㎞ 約2.6㎞

─徒歩─ 15:55着 16:00発 ─徒歩─ 17:26発 17:39着
約3.1㎞ 約1.8㎞ 歯長峠口バス停卯之町駅 「松屋旅館」

─徒歩─ 17:35発 西予市宇和町卯之町3-215
歯長峠口バス停 約5.4㎞ 「松屋旅館」着 ℡0894-62-0013

8:00発 ─徒歩─ ─徒歩─ 8:36着 9:05発
松屋旅館 約0.2㎞ 光教寺参拝 約1.0㎞

─徒歩─ 10:10着 ─徒歩─ 11:15発 ─徒歩─ 11:55着
約4.0㎞ ヤマダ電気 約2.8㎞ サンクス 約3.2㎞ 信里庵（昼食）
─徒歩─ 12:30着 ─徒歩─ ─徒歩─

約2.1㎞ 鳥坂峠 約3.3㎞ 札掛大師堂 約5.4㎞ 臥龍山荘 「松楽旅館」
─徒歩─ 16:00着 大洲市大洲727-2
約0.8㎞ 大洲「松楽旅館」 ℡0893-24-4143

8:15発 ─徒歩─ 9:00発 ─徒歩─ 10:40着 10:55発
松楽旅館 約2.3㎞ 如法寺 約5.7㎞

─徒歩─ 14:30着 15:52発 ─ＪＲ内子線─ 16:18着 16:40発
約8.0㎞ 内子 内子駅 「宇和海18号」

─空港リムジン─ 16:55着 17:40発 JAL1472 19:00着
羽田空港

健康組
健脚組

コ ー ス 食事・宿泊

1 2月24日 金

【歩いた距離】約9.6㎞

松山空港

松山駅 宇和島駅

務田駅

2 2月25日 土

【歩いた距離】約22.8㎞

43番明石寺

3 2月26日 日

【歩く距離】約16.0㎞

十夜ヶ橋

松山駅

松山空港

【歩いた距離】約53.8㎞

ｅチケットにて各自搭乗

歯長峠

健脚組

【歩いた距離】約15㎞

下段は健脚組の歩いた距離

道の駅「みま」（昼食）

41番龍光寺 42番仏木寺

【歩いた距離】約48.4㎞

四国あるき遍路の旅

２巡目第9回
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ま
ず
は
、
腹
ご
し
ら
え

羽
田
を
朝
七
時
二
十
五
分
に
出
発

し
て
、
務
田
駅
に
つ
い
て
歩
き
は
じ

め
た
の
が
、
十
一
時
五
十
分
。
四
時

間
半
ほ
ど
の
長
旅
か
ら
解
放
さ
れ
て

歩
き
は
じ
め
る
こ
と
の
心
地
よ
さ
。

い
よ
い
よ
遍
路
が
始
ま
る
と
思
っ
た

の
も
つ
か
の
間
、
十
分
ほ
ど
で
昼
食

予
定
の
道
の
駅
「
三
間
」
に
到
着
。

腹
が
減
っ
て
は
戦
は
で
き
ぬ
、
と
い

う
こ
と
か
。
こ
ん
な
所
で
ラ
ン
チ
バ

イ
キ
ン
グ
が
あ
る
と
は
驚
き
で
し

た
。

四
十
一
番
龍
光
寺

龍
光
寺
参
道
の
入
り
口
に
立
つ

と
、
長
い
石
段
の
突
き
当
た
り
に
瓦

屋
根
が
見
え
ま
す
。
誰
も
が
本
堂
だ

と
間
違
え
ま
す
が
、
正
面
突
き
当
り

は
神
社
の
社
殿
で
す
。
廃
仏
毀
釈

で
、
か
つ
て
の
本
堂
は
神
社
の
社
殿

に
さ
せ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
現
在

の
龍
光
寺
の
本
堂
は
石
段
の
左
、
大

師
堂
は
石
段
の
右
に
配
さ
れ
て
い
ま

す
。

務
田
駅
か
ら
歩
い
て
三
間
川
を
渡
る

七
子
峠
間
近
の
急
こ
う
配
の
階
段

【右】龍光寺の案内板と並んで鳥居が鎮座している。正面に神社があり、参道両側に

龍光寺本堂と大師堂がわかれて建っていて、廃仏毀釈の影響を見ることができる。

四
十
一
番
龍
光
寺
大
師
堂
で
お
参
り

【
右
】
龍
光
寺
か
ら
四
十
二
番
仏
木
寺
（
ぶ
つ
も
く
じ
）
へ
の
遍
路
道
。
こ
の
時
期
、
私
た
ち
以
外
の
歩
き
遍

路
は
ま
だ
歩
い
て
い
な
い
の
で
、
道
も
枯
れ
木
や
落
葉
が
散
乱
し
て
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
遍
路
道
は
誰
が

掃
除
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
お
礼
ま
い
り
は
、
ほ
う
き
や
熊
手
を
持
っ
て
遍
路
道
掃
除
を
す
る
の

が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
険
し
そ
う
に
見
え
ま
す
が
、
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
舗
装
道
路
に
出
ま
す
。
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思
い
出
の
歯
長
峠

一
巡
目
、
四
十
二
番
仏
木
寺
の
門

前
に
小
さ
な
店
が
あ
る
の
で
、
そ
こ

で
昼
飯
を
調
達
し
よ
う
と
思
っ
た
の

に
、
お
菓
子
ぐ
ら
い
し
か
売
っ
て
お

ら
ず
、
一
巡
目
の
そ
の
日
の
昼
食

は
、
歯
長
峠
で
分
け
あ
っ
た
お
菓
子

で
し
た
。

今
回
、
あ
の
店
は
？
と
思
っ
た

ら
、
い
ま
だ
に
門
前
で
営
業
を
し
て

い
ま
し
た
。
品
数
も
少
な
く
エ
コ
ノ

ミ
ッ
ク
で
は
な
い
の
に
続
け
て
い
ら

れ
る
の
は
、
人
件
費
も
設
備
費
も
極

度
に
削
減
し
た
エ
コ
ノ
ミ
ー
な
経
営

だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

歯
長
峠
は
相
変
わ
ら
ず
険
し
い
峠

越
え
で
、
途
中
に
は
鎖
場
も
あ
る
ほ

ど
で
す
。
そ
ん
な
鎖
場
が
あ
っ
た
と

い
う
記
憶
が
な
い
の
は
、
昼
飯
を
調

達
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
不
安
ば
か

り
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

歯
長
峠
か
ら
は
一
気
の
下
り
で
す

が
、
高
速
道
路
の
た
め
に
遍
路
道
が

付
け
替
え
ら
れ
、
全
く
様
子
が
変

わ
っ
て
い
て
戸
惑
い
ま
し
た
。

影
野
駅
に
て
。
よ
う
や
く
電
車
が
来
ま
し
た
。

【
左
】
仏
木
寺
（
ぶ
つ
も
く
じ
）
の
か
や
ぶ
き
の
鐘
楼
。
【
下
右
】
歯
長
峠
（
は
な
が
と
う
げ
）
の
入
口
。
い
よ
い
よ
こ
こ
か
ら
が
登
り
で
す
。
【
下
左
】
歯
長
峠
へ

の
遍
路
道
。
こ
の
よ
う
に
、
歩
き
遍
路
用
の
道
し
る
べ
が
頼
り
と
な
り
ま
す
。歯長峠へは、標高差300ｍほどの登りです。

遍路の休憩所を過ぎるといきなり鎖場の登り

となりました。
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や
っ
ぱ
り
、
雨
！

一
泊
目
の
宿
は
、
宇
和
町
の
松
屋

旅
館
。
歯
長
峠
を
下
り
た
と
こ
ろ
の

遍
路
宿
は
三
部
屋
し
か
な
く
、
大
所

帯
の
私
た
ち
は
す
げ
な
く
断
ら
れ
、

分
不
相
応
の
老
舗
旅
館
に
泊
ま
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。

翌
朝
、
老
舗
旅
館
の
庭
は
雨
で
濡

れ
て
い
ま
し
た
。
毎
回
、
三
日
間
の

内
、
一
日
ぐ
ら
い
は
雨
！
と
相
場
が

決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
さ
し
て
驚
か

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
宿
の
前
に
雨

支
度
を
し
て
、
出
発
で
す
。

四
十
三
番
明
石
寺
か
ら
古
い
遍
路

道
を
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
今
は
だ

れ
も
通
ら
な
い
か
ら
分
か
ら
な
い
と

言
わ
れ
、
仕
方
な
く
宇
和
町
に
戻
っ

て
、
国
道
の
旧
道
を
鳥
坂
峠
を
目
指

す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

四
国
八
十
八
か
所
を
世
界
遺
産
に

登
録
し
よ
う
と
い
う
活
動
が
あ
る
そ

う
で
す
が
、
古
い
遍
路
道
が
つ
ぎ
つ

ぎ
に
消
え
て
い
く
よ
う
で
は
、
到
底

世
界
遺
産
へ
の
登
録
は
無
理
で
し
ょ

う
。
古
い
遍
路
道
こ
そ
遺
産
な
の
で

す
か
ら
・
・
・
。

【
上
】
宿
を
出
て
す
ぐ

に
、
町
内
に
あ
る
妙
心

寺
派
光
教
寺
を
お
参
り

し
ま
し
た
。
本
堂
前
で

お
経
が
終
わ
っ
た
ら
住

職
が
出
て
き
て
、
裏
庭

を
案
内
し
て
く
れ
た
。

卯之町の老舗「松屋旅館」に泊る。政財界の有名人が泊ったという旅館です。でも、宿

泊代は、お遍路価格でした。

雨の日の雲水の格好は、ポ

ンチョ型の雨合羽を首からか

ぶる。まるで黒いテルテル坊

主状態。足の脚絆は着用不可

となり、ひざ下まで濡れる。

網代笠はすぐれもので、まず

雨が漏れることはない。

卯之町からひと山越えたところに、四十三番明石寺

があります。その山中、雨降りでもあり、夕方のよう

に暗い。途中に東屋もありますが、寒々しいことこの

上なし。山を下ったところに山門があり、山門の下に

は売店と広大な駐車場。はは～ん、バスの団体遍路は

こっちから来るのか。トイレも駐車場にあり、歩き遍

路はわざわざそこまで行かなければならない。

【
下
】
卯
之
町
は
歴
史

的
建
造
物
が
残
っ
て
い

る
。
町
並
み
と
遍
路
が

絵
に
な
る
。
開

明
学

校
、
高
野
長
英
の
隠
れ

家
な
ど
も
あ
る
。
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信
里
庵
か
ら
鳥
坂

と
さ
か

峠
へ

明
石
寺
か
ら
卯
之
町
に
戻
っ
て
か

ら
鳥
坂
峠
へ
の
分
か
れ
道
ま
で
は
、

ほ
ぼ
平
坦
な
道
。
地
元
の
人
の
生
活

の
息
遣
い
が
感
じ
な
が
ら
の
遍
路
で

す
。
朝
方
の
雨
も
上
が
り
、
気
持
ち

は
楽
な
は
ず
な
の
に
、
例
年
に
な
い

寒
さ
と
、
こ
の
先
の
峠
道
を
想
像
す

る
と
口
数
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
し
た
。

峠
道
に
さ
し
か
か
る
手
前
の
、

「
信
里
庵
」
と
い
う
お
堂
で
昼
食
を

い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
お
昼

近
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
坂

道
を
登
る
前
に
少
し
で
も
荷
物
を
減

ら
す
こ
と
と
、
雨
上
が
り
で
腰
を
お

ろ
し
て
食
べ
る
場
所
を
見
つ
け
ら
れ

な
い
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
す
。
そ

ん
な
時
、
お
堂
は
あ
り
が
た
い
の
で

す
。標

高
差
二
百
メ
ー
ト
ル
の
鳥
坂
峠

に
た
ど
り
つ
く
と
、
案
の
定
、
鳥
坂

峠
に
は
東
屋
も
な
く
、
ま
し
て
峠
だ

と
い
う
標
識
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

いよいよ鳥坂峠へ登り始める。峠まで1.3㎞と標識に書いてあります。 「信里庵」の縁側をお借りして、さあ昼飯

【右】雨は上がりましたが、また振りだすかも知れないので、脚絆はつけていません。

【左】雨の心配がなくなったので、休憩した所で脚絆をつけています。現代のサポーターみたい

なもので、脚絆のあるなしで歩きやすさがぜんぜんちがいます。

明石寺を後にして、卯之町に戻る遍路道
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如
法
寺
と
十
夜
ヶ
橋

鳥
坂
峠
を
下
り
、
札
掛
大
師
堂
か

ら
は
国
道
を
歩
く
ゆ
っ
た
り
し
た
下

り
坂
。
二
泊
目
は
大
洲
市
で
す
。

三
日
目
は
、
住
職
の
お
父
さ
ん
が

小
僧
を
し
て
い
た
妙
心
寺
派
如
法
寺

に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。
肱
川
の
沈
下

橋
を
渡
り
、
ヒ
ノ
キ
林
の
参
道
を

登
っ
て
た
ど
り
つ
き
ま
し
た
が
、
あ

い
に
く
と
仏
殿
・
本
堂
と
も
工
事
中

で
残
念
で
し
た
。

最
後
に
お
参
り
し
た
十
夜
ヶ
橋

と
よ
が
は
し

は
、
お
大
師
さ
ん
が
野
宿
を
し
た
と

い
う
場
所
で
、
私
た
ち
も
頭
上
を
自

動
車
が
行
き
交
う
橋
の
下
で
般
若
心

経
を
詠
ん
で
お
参
り
を
し
ま
し
た
。

住
職
の
お
父
さ
ん
が
小
僧
を
し
て

い
た
お
寺
と
い
い
、
お
大
師
さ
ん
が

野
宿
し
た
橋
の
下
と
い
い
、
寝
食
が

感
じ
ら
れ
、
厳
し
い

修
行
と
か
超
人
的
な

伝
説
と
異
な
っ
て
、

と
て
も
身
近
な
印
象

を
受
け
ま
し
た
。

【
右
】
如
法
寺
の
山
門
。
工
事
中
で
足
場
が
渡
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
山
門
を
く
ぐ
っ
た
正
面
が
仏
殿
で
す
。

【
左
】
参
道
を
下
っ
て
い
く
住
職
。
か
つ
て
住
職
の
お
父
さ
ん
が

中
学
校
に
通
っ
た
道
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
参
道
を
、
毎
日
毎
日
上

り
下
り
し
た
の
で
し
ょ
う
。

【上】橋の下の十夜ヶ橋の霊場。寝ている姿のお大師さんが何人か？

【左下】十夜ヶ橋をあとにする。納経所で歩き遍路道を聞いたら、「最後は一緒になるからこ

のまままっすぐ。」というので真っすぐ歩きましたが、車がたくさん行き交う舗装道路で歩き

にくいことこの上なし。納経所で教えてくれた人は、歩き遍路未経験者と想像できた。

【
下
】
橋
の
欄
干
に
も
、
寝
て
い
る
姿
の
お

大
師
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
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六
月
の
土
曜
会
は
、
「
対
馬
」
へ

の
二
泊
三
日
の
旅
で
し
た
。

八
月
か
ら
圓
福
寺
に
入
寺
す
る
竜

波
禅
士
の
生
家
「
西
山
寺
」
と
の
ご

縁
で
出
か
け
た
今
回
の
旅
は
、
西
山

寺
の
お
参
り
と
、
国
境
の
島
対
馬
観

光
。
そ
し
て
、
三
日
目
は
、
博
多
に

あ
る
「
聖
福
寺
」
の
参
拝
と
盛
り
だ

く
さ
ん
で
、
記
憶
に
残
る
旅
と
な
り

ま
し
た
。

日
本
地
図
を
逆
さ
に
し
て
見
る

と
、
朝
鮮
半
島
と
日
本
列
島
の
間
に

対
馬
が
位
置
し
、
対
馬
が
大
陸
と
の

交
流
の
要
所
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
が
、
そ
ん
な
遺
跡
や
史
跡
が
多

く
、
歴
史
と
自
然
の
豊
か
な
島
で
し

た
。

【
上
】
対
馬
島
内
の
「
浅
芽
湾
」
の
景
色
で
す
。
リ
ア

ス
式
の
入
り
組
ん
だ
入
り
江
と
、
湾
内
に
浮
か
ぶ
た
く

さ
ん
の
小
島
が
松
島
を
思
わ
せ
ま
す
が
、
周
囲
を
山
々

が
囲
む
独
特
の
景
色
で
し
た
。

【
中
】
ア
ジ
サ
イ
越
し
の
西
山
寺
山
門
で
す
。
本
堂
前

の
庭
か
ら
、
厳
原
（
い
ず
は
ら
）
の
港
を
見
下
ろ
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
港
は
釜
山
と
の
定
期
便
が
あ
る

国
際
港
で
す
。

【
左
】
西
山
寺
山
門
の
前
で
記
念
撮
影
。
竜
波
禅
士
の

ご
両
親
、
可
愛
い
甥
子
さ
ん
も
一
緒
に
映
っ
て
い
ま

す
。
参
加
二
十
一
名
、
西
山
寺
宿
坊
に
二
泊
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

国境の島「対馬」への旅
―――６月の土曜会
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三
日
目
に
お
参
り
し
た
博
多
の
聖

福
寺
は
、
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
と
言

わ
れ
、
臨
済
宗
開
祖
栄
西
禅
師
が
開

か
れ
た
日
本
初
の
臨
済
宗
の
お
寺
で

す
。
「
扶
桑
」
は
、
中
国
か
ら
見
て

東
に
あ
る
国
と
い
う
意
味
で
、
日
本

を
意
味
し
て
い
ま
す
。

圓
福
寺
住
職
の
平
林
寺
修
行
中
の

大
先
輩
で
あ
る
、
芙
蓉
庵
老
大
師
が

住
職
を
務
め
ら
れ
て
い
る
ご
縁
で
、

お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

厳
重
に
施
錠
さ
れ
て
い
る
宝
物
庫
の

中
ま
で
、
老
大
師
自
ら
ご
案
内
し
て

下
さ
り
、
貴
重
な
宝
物
の
数
々
を
拝

見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

栄
西
禅
師
像
を
安
置
す
る
開
山
堂

の
お
参
り
の
後
、
ち
ょ
う
ど
仏
殿
で

は
、
丈
六
三
世
仏
の
金
箔
押
し
の
作

業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
現
場
ま
で
ご
案
内
い
た
だ
き
、
ま

た
ま
た
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
山
門
の
前
で
老
大
師
と

共
に
記
念
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
き

（
上
の
写
真
）
、
老
大
師
直
筆
の
色

紙
（
表
紙
に
掲
載
）
と
と
も
に
、
大

切
な
お
土
産
と
な
り
ま
し
た
。

聖
福
寺
本
堂

三
世
仏
の
箔
押
し
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科　目 金　額 備　　　　　　　　　考

前年度繰越金 10,091

お寺より活動費 1,485,000

行事収入 1,883,360 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 84 預金決算利息

歳入合計 \3,378,535

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 1,907,661
年越し参り・地蔵盆・禅童会・土曜会・写経会・ご詠歌・第61回ご詠歌全国本山大会
研修等の諸経費と会員への補助

事務費 560,740 事務経費、行事案内状の印刷費、郵送料など

会議費 188,424 月例役員会

研修費 345,737 役員研修、東京教区部内研修会

慶弔費 0

寄付金 109,200 玄関口及びトイレの手摺りをお寺に寄贈

雑費 0

歳出合計 \3,279,262

\99,273 剰余金￥99,273は次年度繰越金としました。剰余金

平成２３年度花園会会計報告
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

歳
　
入

歳
　
出

　

5月25日 於：ＣＰＧカントリークラブ

第
三
十
四
回
大
会
は
、

女
性
五
名
・
初
参
加
三
名

を
含
む
二
十
一
名
で
開
催

さ
れ

ま

し
た
。
今

大
会

も
、
賞
品
を
返
上
し
て
、

そ
の
分
も
チ
ャ
リ
テ
ィ
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
成
績
は
表
の
通
り
で

す
。
午
前
中
の
ハ
ー
フ
四

十
四
の
住
職
の
健
闘
が
光

り
ま
し
た
が
、
新
ペ
リ
ア

の
ハ
ン
デ
ィ
に
恵
ま
れ

ず
、
上
位
に
は
な
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

参
加
者
の

罰
金
も
併
せ

て
、
二
万
八

千
八
百
円
を

本
山
の
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
二
十
六

日
を
予
定
。

順位 ｸﾞﾛｽ ﾊﾝﾃﾞｨ ﾈｯﾄ
優勝 矢野  弘明 92 20.4 71.6
準優勝 小山  稔 89 16.8 72.2
３位 柴田　勝美 76 3.6 72.4
４位 石田　和夫 97 22.8 74.2
５位 常世田　政信 88 13.2 74.8

連

載

予

告

平
成
十
八
年
五
月
発
行
の
圓
福
寺
報
第
四

十
六
号
か
ら
、
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ

た
「
寺
か
ら
半
里
」
の
続
編
を
次
号
よ
り
連

載
す
る
予
定
で
す
。
執
筆
は
、
前
回
と
同
じ

く
、
熊
倉
浩
さ
ん
で
す
。

タ
イ
ト
ル
は
、
「
続
・
寺
か
ら
半
里
」
～

わ
が
町
か
ど
探
索
～
で
、
主
に
京
葉
道
路
か

ら
内
陸
側
を
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

少
し
だ
け
、
見
出
し
を
ご
紹
介
し
て
み
ま

す
。

○
十
六
号
線
に
沿
っ
て
・
雉
撃
ち
の
こ
と

○
旧
陸
軍
下
志
津
演
習
場

○
妙
見
信
仰
と
千
葉

○
園
生
の
森
か
ら
の
長
沼
・
犢
橋
へ

○
奥
の
院
馬
頭
観
世
音

○
駒
形
観
音
堂
と
駒
形
大
仏

○
御
成
街
道

な
ど
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

千
葉
の
変
貌
ぶ
り
や
、
路
傍
の
石
仏
の
い

わ
れ
や
千
葉
に
も
大
仏
が
あ
る
と
い
う
発
見

な
ど
、
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
！

「
続
・
寺
か
ら
半
里
」

 
 
 
 

 

～
わ
が
町
か
ど
探
索
～
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【
投
稿
】

「
末

期

の

露
」

こ
て
は
し
台

荒
井

恒
夫
さ
ん

一
月
初
め
の

あ
る
朝
、
居
間

の
南
に
面
し
た

レ
ー
ス
の
カ
ー

テ
ン
に
バ
ッ
タ

が
止
ま
っ
て
い

る

の

見

つ

け

た
。
体
長
六
セ
ン
チ
ほ
ど
、
薄
茶
色

で
翅
に
斑
点
が
あ
る
。
へ
え
ー
、
こ

ん
な
所
に
今
頃
、
と
思
い
、
絨
毯
の

上
に
置
い
た
が
じ
っ
と
し
て
い
る
。

何
か
食
べ
物
を
と
、
み
か
ん
の
食
べ

残
し
を
そ
ば
に
置
い
た
。
あ
と
で
見

る
と
、
容
器
に
乗
り
あ
が
り
み
か
ん

に
口
を
つ
け
て
い
た
。
食
べ
て
い

る
！そ

の
後
は
気
が
つ
く
と
そ
ば
に
あ

る
観
葉
植
物
の
葉
を
伝
っ
た
り
、

カ
ー
テ
ン
の
あ
ち
こ
ち
を
移
動
し
て

い
た
が
、
そ
の
う
ち
縫
い
襞
に
入
り

動
か
な
く
な
っ
た
。
数
日
た
っ
た
。

死
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
と
思
っ
て
い

た
が
、
春
の
陽
気
が
三
日
続
い
た
こ

と
が
あ
っ
て
ま
た
動
き
だ
し
た
。
生

き
て
い
る
！

そ
の
こ
ろ
は
朝
に
な
る
と
バ
ッ
タ

の
居
場
所
を
確
か
め
る
の
が
日
課
と

な
っ
た
。
カ
ー
テ
ン
レ
ー
ル
の
裏
側

な
ど
に
い
て
す
ぐ
に
は
分
か
ら
ず
、

見
つ
け
る
と
何
か
ほ
っ
と
し
た
も
の

だ
。
こ
れ
は
妻
も
同
じ
で
、
バ
ッ
タ

は
ペ
ッ
ト
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ

た
。も

う
七
年
前
に
な
る
が
、
「
ジ
ャ

ン
ガ
リ
ー
」
と
い
う
モ
ル
モ
ッ
ト
に

に
て
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
小
振
り
な
小

動
物
を
飼
っ
て
い
た
。
普
段
は
箱
の

中
だ
が
、
出
し
て
や
る
と
畳
の
上
を

走
り
回
り
、
手
の
平
に
も
乗
っ
て
き

て
癒
さ
れ
た
も
の
だ
。

そ
れ
以
来
、
バ
ッ
タ

は
予
期
せ
ぬ
珍
客
、
図

書
館
で
調
べ
た
と
こ

ろ
、
「
ト
ノ
サ
マ
バ
ッ

タ
」
の
よ
う
で
あ
る
。

「
越
冬
す
る
の

か
し
ら
？
」
妻

が
言
っ
た
。

二
ヶ
月
ほ
ど

経
っ
た
三
月
の

あ
る
朝
、
い
つ

も
は
上
に
い
る

バ
ッ
タ
が
カ
ー
テ
ン
の
舌
で
敷
居
を

頭
に
乗
せ
て
い
て
、
そ
こ
に
溜
ま
っ

て
い
る
露
を
飲
ん
で
い
る
よ
う
に
見

え
た
。
し
か
し
半
日
経
っ
て
も
動
か

な
い
。
触
れ
た
み
た
が
反
応
が
な

か

っ

た
。
死

ん

で

し

ま

っ

た

の

だ
・
・
・
。
末
期
の
露
を
自
分
で
口

に
含
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
風

に
見
え
た
。

し
ば
ら
く
の
間
で
あ
っ
た
が
妻
と

二
人
で
楽
し
め
た
。
死
骸
を
庭
の
隅

に
埋
め
、
小
さ
な
石
こ
ろ
を
置
い

た
。
そ
の
横
に
は
ジ
ャ
ン
ガ
リ
ー
が

眠
っ
て
い
る
。
庭
の
草
取
り
の
時
、

そ
の
周
り
は
特
に
丁
寧
に
や
っ
て
い

る
。寺

報
へ
の
投
稿
、
大
歓
迎
で
す
。
文
章
に
限

ら
ず
、
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
も
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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平
成
二
十
四
年
上
半
期

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄

３
月

２
月

１
月

22
日

17
日

11
日

４
日

24
日
～
26
日

20
日

18
日

10
日
～
12
日

５
日

28
日

15
日

１
日
～
３
日

１
日

土
曜
会
「
彼
岸
法
話
会
」

 
 

 

布
教
師

池
上

寛
道
師

幼
稚
園
、
卒
園
式

春
彼
岸
法
要

写
経
会

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅
（
二
巡
目
の
第
九
回
）

幼
稚
園
、
年
長
組
「
お
茶
会
」

土
曜
会
「
仏
教
シ
ア
タ
ー
」

幼
稚
園
、
職
員
研
修
旅
行

写
経
会

幼
稚
園
バ
ザ
ー
「
く
す
の
き
ま
つ
り
」

花
園
会
新
年
会

修
正
会

新
春
ご
祈
祷

根
岸
円
光
寺
春
彼
岸
会
、
法
話

23
日

取
手
長
禅
寺
彼
岸
法
要

７
月

６
月

５
月

４
月

８
日

７
日

２
日

１
日

１
日

25
日

21
日
～
22
日

15
日
～
17
日

７
日

３
日

19
日

８
日

９
日

１
日

山
門
施
餓
鬼
会

初
盆
・
新
入
檀
信
徒
施
餓
鬼
会

丸
山
町
慈
雲
寺
住
職
津
送
（
本
葬
）

丸
山
町
慈
雲
寺
住
職
通
夜

写
経
会

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
「
写
経
会
」

宮
城
金
蔵
寺
、
先
住
職
津
送
（
本
葬
）

土
曜
会
「
国
境
の
島
『
対
馬
』
へ
の
旅
」

幼
稚
園
、
決
算
監
査

写
経
会

土
曜
会
「
市
原
ボ
ラ
ン
テ
ラ
」

写
経
会

幼
稚
園
、
入
園
式

写
経
会

【
ス
マ
ホ
に
ご
用
心
！
】

例
年
に
比
べ
、
日
録
が
少
な
い
の
に
気
づ
い
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
。
私
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
を
、
手
書
き
の
手
帳
か
ら
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
に
移
行

し
て
お
り
、
さ
あ
日
録
抄
に
記
入
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
五
月
以
前
の
記
録
が
全

部
消
え
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
原
因
不
明
。
お
そ
ら
く
ど
こ
か
の
ボ
タ
ン

を
間
違
っ
て
押
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ど
こ
に
も
記
録
が
な
く
、
そ
の
間

何
を
し
て
い
た
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
る
で
、
記
憶
喪
失
か
、
は
た

ま
た
「
ま
だ
ら
ボ
ケ
」
と
は
こ
ん
な
も
の
か
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
わ
て

て
ス
マ
ホ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
注
文
し
ま
し
た
。
ご
用
心
・
ご
用
心
。
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あ
た
た
か
な
活
動

（
２
月
の
「
園
だ
よ
り
」
か
ら
）

例
年
以
上
に
寒
さ
が
身
に
し
み
る

冬
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
で
も
、

年
長
さ
ん
の
「
み
ら
い
に
と
ど
け
」

が
、
お
米
と
と
も
に
被
災
地
の
人
に

喜
び
を
も
た
ら
し
、
読
ん
で
く
れ
た

た
く
さ
ん
の
人
の
感
動
を
呼
ん
で
、

教
職
員
の
こ
こ
ろ
は
ほ
ん
わ
か
温
か

く
な
っ
て
い
ま
す
。

年
長
さ
ん
の
か
ま
ど
で
の
ご
飯
炊

き
以
来
、
火
の
大
切
さ
を
痛
感
し
、

年
中
・
年
少
さ
ん
の
「
冬
た
ん
け

ん
」
で
は
、
「
た
き
火
」
を
体
験
さ

せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
大
き
な

た
き
火
に
は
ど
の
子
も
興
味
津
津

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
北
風
が
吹
く
中

で
、
た
き
火
の
温
か
さ
を
味
わ
い
、

た
き
火
で
焼
い
た
お
に
ぎ
り
の
お
昼

ご
は
ん
で
火
の
あ
り
が
た
さ
を
実
感

し
ま
し
た
。

そ
れ
に
先
立
ち
、
１
月
の
Ｑ
園
隊

で
は
、
お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
に

「
薪
割
り
」
を
お
手
伝
い
い
た
だ
き

ま
し
た
。
寒
い
中
で
し
た
が
、
汗
を

か
い
て
温
か
く
な
っ
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
を
見
た
子
ど
も
た
ち

は
、
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
た
く

ま
し
さ
を
見
る
と
と
も
に
、
木
が
薪

に
な
る
様
子
を
間
近
で
見
ま
し
た
。

順
序
は
逆
に
な
り
ま
し

た
が
、
年
中
さ
ん
の
「
冬

た
ん
け
ん
」
で
雑
木
林
の

大
木
を
切
り
倒
す
様
子
を

見
せ
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
で
切
り
込
み
を
入
れ
始
め
る

と
、
「
あ
ー
っ
園
長
先
生
だ
」
「
な

に
し
て
る
の
？
」
、
中
に
は
「
や
め

て
ー
っ
」
と
い
う
子
も
い
ま
し
た
。

ミ
シ
ミ
シ
ッ
、
ド
ッ
ス
ー
ン
の
大
音

響
と
と
も
に
木
が
倒
れ
る
と
、
あ
っ

け
に
と
ら
れ
て
一
瞬
の
静
寂
。
先
生

の
「
登
っ
て
み
よ
う
か
」
の
こ
と
ば

に
、
一
斉
に
倒
れ
た
木
に
群
が
っ

て
、
ま
る
で
キ
コ
リ
の
小
人
た
ち
の

よ
う
で
し
た
。

こ
の
切
り
倒
さ
れ
た
大
木
が
、
薪

に
な
り
、
ご
飯
を
炊
い
た
り
、
自
分

た
ち
を
温
め
て
く
れ
る
燃
料
に
な
っ

た
り
す
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た

く
て
、
幼
稚
園
の
玄
関
ホ
ー
ル
に
、

「
薪
ス
ト
ー
ブ
」
を
設
置
し
ま
し

た
。
２
５
日
に
「
点
火
式
」
を
し
た

ば
か
り
で
す
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
玄

関
ホ
ー
ル
が
温
か
く
な
り
ま
し
た
。

ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
れ
ば
温
か
く
な

る
エ
ア
コ
ン
や
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

は
、
そ
の
燃
料
を
外
国
か
ら
の
輸
入

に
頼
り
、
特
に
福
島
原
発
以
後
は
火

力
発
電
に
頼
っ
て
い
る
の
で
す
か

ら
、
電
気
の
原
油
へ
の
依
存
度
は
以

前
よ
り
増
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
国
土
の
約
７
割
を
森
林

が
占
め
る
日
本
で
す
か
ら
、
山
の
木

を
使
え
ば
薪
と
い
う
燃
料
を
手
に
入

れ
る
事
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て

さ
さ
や
か
な
が
ら
、
節
電
に
も
な
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

雑
木
の
伐
採
・
薪

割
り
・
ご
飯
炊
き
・

た
き
火
・
薪
ス
ト
ー

ブ
と
、
つ
な
が
り
の

あ
る
あ
た
た
か
な
活

動
に
な
り
ま
し
た
。
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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
二

十
回
。

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２５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
。


