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■
仏
像
の
種
類

シ
リ
ー
ズ
三
回
目
に
な
っ
て
、
い
ま

さ
ら
で
す
が
、
仏
像
に
は
様
々
な
種
類

が
あ
り
ま
す
。
五
百
羅
漢
と
い
え
ば
五

百
体
、
五
百
種
類
の
仏
像
が
あ
り
ま
す

し
、
京
都
の
三
十
三
間
堂
に
行
け
ば
千

三
十
二
体
の
仏
像
に
出
会
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
仏
像
を
大
別
す
る
と
、

四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
「
ナ
ン
マ
イ
ダ
ブ
」
と
お

と
な
え
す
る
阿
弥
陀
如
来
、
圓
福
寺
本

尊
の
釈
迦
如
来
な
ど
の
「
如
来
」
で
、

ご
修
行
を
完
成
さ
れ
た
仏
様
。

次
に
、
地
蔵

菩
薩
、
観
音
菩

薩
、
文
殊
菩
薩

な
ど
、
ま
だ
修

行
中
で
あ
っ
た

り
、
修
行
は
終
わ
ら
れ
て
い
る
の
に
、

た
く
さ
ん
の
衆
生
を
救
う
た
め
に
私
た

ち
の
身
近
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
「
菩
薩
」

様
。そ

し
て
、
お
不
動
さ
ん
と
言
わ
れ
る

不
動
明
王
、
ト
イ
レ
の
仏
様
の
烏
枢
沙

摩
（
う

す

さ

ま
）
明

王

な

ど

の
「
明

王
」
の
グ
ル
ー
ブ
。

最
後
に
、
圓
福
寺
庫
裡
の
玄
関
に
祀

ら
れ
て
い
る
「
韋
駄
天
」
様
や
、
柴
又

で

有

名

な
「
帝

釈

天
」
な

ど

の
、

「
天
」
部
の
仏
様
。

以

上
、
仏

像

は

如

来
・
菩

薩
・
明

王
・
天
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

■
仏
像
の
特
徴

今
で
は
、
偉
い
人
が
亡
く
な
っ
た
り

す
る
と
銅
像
を
作
る
な
ん
て
違
和
感
が

あ
り
ま
せ
ん
し
、
各
地
に
功
績
の
あ
っ

た
人
の
像
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
た

後
、
お
弟
子
さ
ん
や
信
者
さ
ん
は
、
あ

ん
な
立
派
な
方
の
像
を
作
る
の
は
失
礼

に
あ
た
る
と
い
う
の
で
、
仏
舎
利
を
納

め
た
塔
を
拝
ん
だ
り
し
て
お
り
ま
し

た
。
時
代
が
下
っ
て
く
る
と
、
お
釈
迦

様
の
物
語
が
壁
面
に
彫
ら
れ
た
り
、
お

説
法
の
場
面
や
教
え
を
彫
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
お
釈
迦
様
そ
の

も
の
の
お
姿
を
仏
像
に
し
始
め
る
の

は
、
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
っ
て
三
百
年

ほ
ど
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
そ
う
で

す
。

ほ
と
け
さ
ん
の
心
シ
リ
ー
ズ
（
そ
の
三
）

ほ
と
け
さ
ん
の
心
シ
リ
ー
ズ
（
そ
の
三
）

ほ
と
け
さ
ん
の
心
シ
リ
ー
ズ
（
そ
の
三
）
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お
釈
迦
様
が
仏
像
の
原
点
で
あ
る
こ

と
は
自
然
な
こ
と
で
す
が
、
四
種
類
あ

る
仏
像
を
ど
の
よ
う
な
お
姿
に
す
る

か
、
服

装

は

ど

う

す

る

か
、
髪

型

は
・
・
・
と
な
り
ま
す
。

如
来
像
の
特
徴

ま
ず
如
来
像
は
、
完
成
さ
れ
た
仏
様

だ
か
ら
お
釈
迦
様
の
一
番
尊
い
お
姿
が

ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
、
出

家
さ
れ
て
修
行
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
や
、

お
悟
り
を
開
か
れ
て
お
説
法
し
て
歩
か

れ
て
い
た
こ
ろ
の
お
姿
を
モ
デ
ル
に
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

出
家
の
姿
は
、
イ
ン
ド
で
は
「
サ

リ
ー
」
と
い
う
布
一
枚
ま
と
っ
た
姿
で

す
。
イ
ン
ド
に
行
け
ば
街
中
で
サ
リ
ー

に
す
る
布
が
た
く
さ
ん
売
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
出
家
し
た
僧
は
、
托
鉢

で
ぼ
ろ
き
れ
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を

つ
な
ぎ
合
わ

せ
て
一
枚
の

布
に
し
て
身

に
ま
と
っ
て

い
た
よ
う
で

す
。
人

々

が

ぼ
ろ
ぼ
ろ
に

な

っ

て
、
最

後
に
は
お
し
り
を
拭
い

て
捨
て
る
よ
う
な
布
き

れ
で
作
っ
た
僧
衣
と
い

う

こ

と

で
、
「
糞

掃

衣
」(

ふ
ん
ぞ
う
え)

と

も
言
い
ま
す
。
日
本
で

は
そ
れ
が
「
袈
裟
」
と

い
う
形
に
な
り
ま
し
た
が
、
ぼ
ろ
き
れ

を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
と
い
う
い
わ
れ
か

ら
、
今
で
も
「
袈
裟
」
は
わ
ざ
わ
ざ
つ

ぎ
は
ぎ
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
言
っ

て
み
れ
ば
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
元
祖
で

し
ょ
う
か
。
「
如
来
」
は
、
サ
リ
ー
と

か
袈
裟
と
い
っ
た
布
を
ま
と
っ
た
お
姿

を
し
て
い
ま
す
。

菩
薩
像
の
特
徴

「
菩
薩
」
の
お
姿
は
、
お
釈
迦
様
が

王
子
の
頃
の
服
装
を
モ
デ
ル
に
し
て
い

て
、
王
子
様
と
し
て
華
や
か
な
パ
ー

テ
ィ
に
出
る
と
き
の
服
装
で
き
ら
び
や

か
で
す
。
頭
に
宝
冠
を
載
せ
た
り
、
体

中
に
装
飾
品
を
つ
け
た
お
姿
を
見
た
ら

「
菩
薩
」
と
思
っ
て
い
た
だ
い
て
間
違

い
は
な
い
よ
う
で
す
。

明
王
像
の
特
徴

「
明
王
」
は
、
お
釈
迦
様
が
青
年
の

頃
の
勇
ま
し
い
姿
を
模
し
て
い
て
、
行

動
的
に
動
き
回
れ
る
よ
う
に
、
頭
に
宝

冠
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
着
も
邪
魔

に
な
る
の
で
腰
に
巻
き
つ
け
た
姿
で

す
。天

部
像
の
特
徴

最
後
の
「
天
」
部
は
、
お
釈
迦
様
の

家
来
や
次
女
が
モ
デ
ル
と
な
り
、
鎧
兜

に
武
器
も
携
え
て
い
た
り
し
ま
す
。

仏
像
に
手
を
合
わ
せ
る
と
き
に
、
菩

薩
な
の
か
如
来
な
の
か
を
知
る
手
か
が

り
と
し
て
、
服
装
の
特
徴
で
分
類
し
て

み
ま
し
た
。

■
文
殊
普
賢

前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
今
回
の
「
普
賢
菩
薩
」
の
お
話
を

始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

圓
福
寺
の
本
尊
様
は
お
釈
迦
様
で
、

本
堂
再
建
に

あ
た
り
あ
ら

た
に
招
来
し

て
、
落

慶

法

要
で
開
眼
供

養
を
さ
せ
て
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い
た
だ
き
ま
し
た
。

以
前
は
、
釈
迦
三
尊

と
し
て
お
釈
迦
様
だ

け
で
な
く
、
両
側
に

脇
侍
仏
（
わ
き
じ
ぶ

つ
）
と
し
て
、
右
に

普
賢
菩
薩
、
左
に
文

殊
菩
薩
を
祀
っ
て
お

り
ま
し
た
。
三
尊
仏

と
し
て
お
祀
り
す
る

形
は
、
阿
弥
陀
如
来

に
も
あ
り
、
阿
弥
陀

三
尊
と
い
え
ば
右
に

勢
至
菩
薩
、
左
に
観

音
菩
薩
と
な
っ
て
い

ま
す
。

釈
迦
三
尊
の
場

合
、
脇
侍
仏
の
見
分

け
方
は
、
象
に
乗
っ

て
い
る
の
が
普
賢
菩
薩
で
、
獅
子
に

乗
っ
て
い
る
の
が
文
殊
菩
薩
と
覚
え
て

い
た
だ
け
れ
ば
間
違
い
は
あ
り
ま
せ

ん
。

■
普
賢
菩
薩
の
願
い

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
の
仏
さ
ん
な
の

か
と
い
う
と
、
文
殊
菩
薩
は
、
「
三
人

寄
れ
ば
文
殊
の
智
慧
」
と
い
う
こ
と
わ

ざ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
智
慧
の
仏

さ
ん
で
、
受
験
シ
ー
ズ
ン
に
忙
し
く
な

る
仏
さ
ん
で
す
。
一
方
、
普
賢
菩
薩
は

と
い
う
と
、
い
っ
た
い
何
の
仏
さ
ん
な

の
か
、
そ
れ
を
知
る
糸
口
す
ら
身
近
に

は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

観
音
経
は
観
音
様
の
働
き
を
説
く
お

経
で
す
か
ら
、
普
賢
菩
薩
の
働
き
を
説

く
お
経
は
な
に
か
と
い
う
と
、
「
華
厳

経
」
と
い
う
お
経
の
中
に
、
「
普
賢
の

十
大
願
」
と
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
ま
さ
に

十
種
の
広
大
の
行
願
を
修
す
べ
し
。
な

ん
ら
か
を
十
と
な
す
。
一
に
は
、
諸
仏

を
礼
敬
す
。
二
に
は
如
来
を
称
讃
す
。

三
に
は
広
く
供
養
を
修
す
。
四
に
は
業

障
を
懺
悔
す
。
五
に
は
功
徳
に
随
喜

す
。
六
に
は
転
法
輪
を
請
す
。
七
に
は

仏
住
世
を
請
う
。
八
に
は
常
に
仏
の
学

に
随
う
。
九
に
は
衆
生
に
恒
に
順
ず
。

十
に
は
普
く
み
な
廻
向
す
。
」
と
あ
り

ま
す
。
「
行
願
」
、
つ
ま
り
は
「
強
く

願
う
と
、
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
ず

行
動
が
起
き
る
。
」
あ
る
い
は
「
行
動

を
起
こ
す
。
」
そ
ん
な
願
い
を
つ
か
さ

ど
る
仏
さ
ん
だ
と
言
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
華
厳
経
の
一
番
大
切
な
部

分
を
探
っ
た
と
い
う
「
探
玄
記
」
で

は
、
「
普
賢
は
三
昧
自
在
、
文
殊
は
般

若
自
在
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
三
昧

（
ざ
ん
ま
い
）
は
、
「
仕
事
三
昧
」
と

か
「
読
書
三
昧
」
と
か
の
言
葉
が
あ
る

よ
う
に
、
一
つ
の
こ
と
に
集
中
す
る
、

精
神
を
統
一
し
て
一
つ
の
こ
と
に
取
り

組
む
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
か
に
も
「
ぜ

い
た
く
三
昧
」
「
温
泉
三
昧
」
な
ど
と

も
言
っ
た
り
し
ま
す
。

■
ナ
ズ
ナ
花
咲
く
垣
根
か
な

松
尾
芭
蕉
の
有
名
な
詩
に
、

「
よ
く
見
れ
ば
、
ナ
ズ
ナ
花
咲
く
、
垣

根
か
な
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
説

明
す
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
花
見

の
時
期
、
世
間
で
は
桜
さ
く
ら
と
み
ん

な
浮
か
れ
て
騒
い
で
お
り
ま
す
。
そ
の

騒
ぎ
に
お
ど
ろ
さ
れ
て
、
じ
ゃ
あ
俺
も

出
か
け
て
み
よ
う
か
と
外
に
出
て
み
ま

し
た
。
そ
の
時

に
、
ふ
と
垣
根

の
根
元
に
目
が

行
っ
た
。
す
る

と
、
そ
こ
に
ナ

ズ
ナ
の
花
が
咲

い
て
い
る
で
は
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い
ネ
ズ
ミ
や
動
き
の
遅
い
獲
物
を
捕
ま

え
る
と
き
に
は
、
そ
の
大
き
な
手
を

ち
ょ
っ
と
振
り
回
し
て
、
朝
飯
前
と
ば

か
り
に
捕
ま
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
全

身
を
金
色
の
毛
で
覆
わ
れ
て
い
る
金
毛

の
獅
子
は
、
大
き
な
象
を
捕
ま
え
る
と

き
も
小
さ
な
ネ
ズ
ミ
を
捕
ま
え
る
と
き

も
全
力
で
捕
ま
え
る
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
何
事
に
も
全
力
で
当
た
る
こ

と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
ま
さ
に
普
賢
菩
薩
の
三
昧
に
あ
た

り
ま
す
。

■
「
行
願
」
か
ら
「
三
昧
」

普
賢
菩
薩
の
「
行
願
」
が
「
三
昧
」

と
い
う
働
き
に
な
っ
た
と
き
、
私
た
ち

は
ナ
ズ
ナ
の
美
し
さ
に
気
づ
く
こ
と
が

で
き
た
り
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
に

も
全
力
で
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。
「
金
毛
の
獅
子
」
と
な
っ
て
日

を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、
毎
日
毎

日
充
実
し
た
時
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

新
し
い
本
堂
の
本
尊
様
と
し
て
、
今

は
お
釈
迦
様
し
か
お
祀
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
堂
再
建
で
す

か
ら
、
本
尊
様
も
釈
迦
三
尊
像
を
再
び

お
祀
り
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
予
算

の
都
合
で
お
釈
迦
様
に
は
さ
び
し
い
思

い
を
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
な
ん

と
か
文
殊
菩
薩
と
普
賢
菩
薩
の
脇
侍
仏

も
招
来
す
る
め
ど
が
立
ち
ま
し
た
の

で
、
そ
の
暁
、
手
を
合
わ
さ
れ
る
と
き

に

は
、
「
文

殊

は

智

慧
、
普
賢

は

三

昧
」
と
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
お
参
り

を
し
て
い
た
だ
き
、
一
日
一
日
を
「
い

の
ち
三
昧
」
に
お
過
ご
し
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

あ
り
ま
せ
ん
か
。
な
ん
で
も
な
い
道
端

の
雑
草
で
す
。
そ
れ
を
「
よ
く
見
れ

ば
」
で
す
か
ら
、
ふ
と
普
賢
菩
薩
の
三

昧
で
見
た
の
で
す
。
三
昧
の
眼
で
見
て

み
る
と
、
世
間
の
人
が
桜
に
大
騒
ぎ
し

て
、
浮
か
れ
気
分
で
花
見
に
出
か
け
る

が
、
だ
れ
も
見
向
き
も
し
な
い
垣
根
の

下
に
咲
い
て
い
る
ナ
ズ
ナ
も
本
当
に
き

れ
い
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。
春

に
な
っ
て
咲
く
花
は
、
桜
に
限
ら
ず
ナ

ズ
ナ
も
水
仙
も
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
も
踊
子
草

も
き
れ
い
だ
と
自
在
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
、
そ
の
働
き
を
普
賢
菩
薩
は
教
え

て
い
る
の
で
す
。

■
金
毛
の
獅
子

文
殊
菩
薩
は
象
に
乗
っ
て
い
る
の

で
、
た
と
え
話
に
獅
子
を
あ
げ
る
の
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
禅
に
「
金
毛
の
獅
子
」
と
い
う
お

話
が
あ
り
ま
す
。

普
通
の
獅
子
は
、
大
き
な
象
や
素
早

い
鹿
を
捕
ま
え

る
と
き
に
は
全

力
を
使
っ
て
捕

ま
え
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
小
さ

文
殊
菩
薩
（
獅
子
）

普
賢
菩
薩
（
象
）

釈
迦
如
来
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僧
堂
で
何
し
て
る
？

―
―
―
修
行
道
場
の
生
活

そ
の
六

僧
堂
の
休
暇
事
情

世
の
中
、
働
き
方
改
革
で
、
強
制
的
に
休

み
を
取
ら
さ
れ
る
時
代
で
す
が
、
「
修
行
は

厳
し
い
ん
で
し
ょ
う
、
お
休
み
は
ど
れ
ぐ
ら

い
あ
る
ん
で
す
か
？
」
と
、
心
配
性
の
人
に

聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

伝
統
的
な
規
矩
を
重
ん
じ
る
修
行
道
場

で
、
雲
水
が
も
ら
え
る
休
み
は
月
二
回
で
、

昔
の
奉
公
人
と
同
じ
で
す
。
毎
月
十
四
日
と

月
末
に
は
娑
婆
に
出
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

ま
た
、
一
年
を
二
期
に
分
け
て
い
る
修
行

期
間
が
終
わ
り
、
役
割
分
担
が
代
わ
る
と
き

に
は
「
交
代
休
息
」
と
い
う
二
泊
三
日
の
お

休
み
が
い
た
だ
け
て
、
自
坊
に
帰
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

そ
れ
以
外
に
は
、
師
匠
か
ら
の
暇
乞
い
の

申
し
出
「
暫
暇
書
」(

ざ
ん
か
し
ょ)

が
提
出

さ
れ
て
、
自
坊
の
手
伝
い
に
帰
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
こ
れ
は
手
伝
い
で
す
か
ら
休
み

と
い
え
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

月
二
回
の
休
み
が
あ
る
と
は
い
え
、
入
門

後
の
半
年
は
一
切
娑
婆
に
出
る
こ
と
は
許
さ

れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と
き
、
先
輩
が
こ
っ
そ

り
差
し
入
れ
て
く
れ
る
菓
子
パ
ン
が
な
に
よ

り
お
い
し
か
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

把
針
と
灸
治
と
い
う
こ
と
で
、
針
灸
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
縫
い
針
を
扱
っ
て
繕
い
を

し
、
灸
で
心
身
を
整
え
る
と
の
意
味
で
す
。
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総茶礼でお茶をいただくと言っても、ほんの一口

で飲めるだけです。合図を忘れるとなみなみと注が

れてしまいます。

先輩からの小言や叱咤叱声にはいっさいの口

答えや言い訳は許されず、ひたすら聞いていな

ければなりません。「はい。」という返事すら

不要だと言われてしまいます。
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檀信徒のための

新本堂・書院の使い方

一
、
法
要
会
場
と
し
て

①

交
通
ア
ク
セ
ス

◎
総
武
線
稲
毛
駅
東
口
か
ら
路
線
バ
ス
（
一
七
〇
円
）

 
 

【
一
番
の
り
ば
】

稲0
1

〈
あ
や
め
台
団
地
経
由
〉

草
野
車
庫
行

稲0
2

〈
草
野
車
庫
経
由
〉
  
 

こ
て
は
し
団
地
行

稲0
6

〈
草
野
車
庫
経
由
〉
  

 

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
行

 
 

【
四
番
の
り
ば
】

 
 

稲2
1

〈
第
二
あ
や
め
入
口
経
由
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フ
ァ
ミ
ー
ル
ハ
イ
ツ
折
返
場
行

 
 

稲2
2

〈
フ
ァ
ミ
ー
ル
ハ
イ
ツ
経
由
〉

草
野
車
庫
行

※
右
の
系
統
の
バ
ス
に
乗
っ
て
、
「
園
生
交
差
点
」
（
そ
ん

の
う
こ
う
さ
て
ん
）
で
下
車
。
バ
ス
進
行
方
向
に
歩
い
て
い

た
だ
き
、
「
び
っ
く
り
ド
ン
キ
ー
」
先
の
信
号
を
左
折
し
て

五
十
ｍ
で
山
門
に
到
着
し
ま
す
。

◎
総
武
線
稲
毛
駅
東
口
か
ら
タ
ク
シ
ー
（
七
三
〇
円
）

 
 

 

行
先
は
、
「
穴
川
の
圓
福
寺
」
で
す
。
基
本
料
金
で
到
着
い
た

し
ま
す
。
乗
車
時
間
は
、
五
分
ほ
ど
で
す
。

◎
総
武
線
稲
毛
駅
東
口
か
ら
徒
歩

 
 

一
、
六
七
㎞
、
約
二
十
分
（
下
の
地
図
を
参
考
に
。
）

バス停「園生交差点」

千
葉
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
「
穴
川
駅
」
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◎
モ
ノ
レ
ー
ル
「
穴
川
駅
」
か
ら

 
 

モ
ノ
レ
ー
ル
「
穴
川
駅
」
へ
は
、
千
葉

駅
か
ら
千
城
台
方
面
行
き
に
乗
車
し
て
八

分
、
二
八
〇
円
。
進
行
方
向
左
側
の
出
口

か
ら
千
葉
方
面
に
下
り
て
、
徒
歩
三
分
。

◎
自
動
車

 
 

穴
川
イ
ン
タ
ー
か
ら
は
、
左
図
の
ル
ー

ト
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
二
～
三
分
。

 
 

駐
車
場
は
、
庫
裡
の
前
と
本
堂
前
に
、

そ
れ
ぞ
れ
四
～
五
台
駐
車
で
き
ま
す
し
、

土
日
に
は
隣
接
の
幼
稚
園
園
庭
を
開
放
い

た
し
ま
す
。

②

控

室

◎
書
院

 
 

十
八
畳
と
十
五
畳
の
座
敷
で
す
。
基
本

的
に
椅
子
席
で
ご
準
備
し
ま
す
。
人
数
に

応
じ
て
仕
切
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◎
本
堂
和
室

 
 

本
堂
の
大
広
間
に
隣
接
し
て
、
八
畳
の

和
室
が
二
間
あ
り
ま
す
。
当
日
の
法
要
予

定
に
も
よ
り
ま
す
が
、
少
人
数
の
場
合
は

こ
ち
ら
を
お
使
い
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き

ま
す
。
基
本
的
に
座
卓
に
座
布
団
の
部
屋

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

※
法
要
予
定
時
間
ま
で
お
時
間
が
な
い
場

合
に
は
、
控
室
を
使
わ
ず
に
、
直
接
本
堂

に
入
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

③

本
堂
法
要

◎
用
意
す
る
も
の
（
年
回
忌
）

 
 

お
位
牌

 
 

遺
影
（
任
意
）

 
 

生
花
（
一
束
で
も
一
対
で
も
、
ま
た
は

ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
）

 
 

お
供
え
（
故
人
が
お
好
き
だ
っ
た
お
菓

子
や
果
物
な
ど
。
）

 
 

お
塔
婆
（
建
て
る
場
合
に
は
、
前
も
っ

て
、
建
て
る
方
の
お
名
前
を
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。
一
本
五
千
円
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
）

 
 

※
本
堂
用
の
お
線
香
や
ろ
う
そ
く
は
、

本
堂
備
付
の
も
の
を
使
い
ま
す
の
で
、
お

持
ち
い
た
だ
か
な
く
て
結
構
で
す
。

◎
持
参
す
る
も
の
（
忌
明
け
忌
）

 
 

忌
明
け
忌
（
四
十
九
日
）
の
際
に
は
、

右
の
ほ
か
に
、
ご
遺
骨
、
白
木
の
お
位

牌
、
お
仏
壇
の
開
眼
を
さ
れ
る
場
合
に

は
、
ご
本
尊
様
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◎
法
要

 
 

お
時
間
に
な
っ
た
ら
、
本
堂
に
ご
入
堂

い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
本
堂
は
椅
子
席

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

 
 

般
若
心
経
・
消
災
呪
、
本
尊
回
向

 
 

大
悲
呪
、
世
尊
偈
、
坐
禅
和
讃
、
宗
門
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安
心
章
な
ど
の
読
経
中
に
お
焼
香
、
そ
し

て
回
向

 
 

お
参
り
の
人
数
に
も
よ
り
ま
す
が
、
お

よ
そ
二
十
分
～
三
十
分
ほ
ど
の
お
時
間
を

い
た
だ
き
ま
す
。
出
斎
（
会
食
）
が
な
け

れ
ば
、
以
上
で
法
要
は
お
し
ま
い
で
す
。

④

出
斎
（
会
食
）

 
 

法
要
後
の
お
斎

お

と

き

（
会
食
）
も
ご
用
意
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

法
要
後
の
移
動
が
な

く
、
遠
方
か
ら
来
ら
れ

た
方
や
高
齢
の
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
場
合
に

は
、
ご
負
担
を
掛
け
る
こ
と
が
な
い
か
と

存
じ
ま
す
。
メ
ニ
ュ
ー
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
ご
予
算
に
合
わ
せ
て
お
選
び
の
上
、

お
寺
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
ご
用
意

い
た
し
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
京
都

か
ら
本
格
精
進
料
理
店
の
出
張
料
理
を
手

配
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

 
 

飲
み
物
も
ご
用

意
が
あ
り
ま
す
の

で
、
料
理
屋
さ
ん

の
係
に
お
申
し
付

け
く
だ
さ
い
。

ん
。と

は
い
え
、
大
勢
の
弔
問
客
が
来
て
く
れ

た
ら
お
も
て
な
し
に
莫
大
な
費
用
が
か
か
る

と
聞
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
業
者
の
い
い
な
り

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

な
に
も
お
焼
香
に
来
ら
れ
た
方
は
、
ご
馳

走
を
食
べ
に
来
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
大
切
な
方
を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
が
弔

問
客
を
も
て
な
す
よ
う
な
準
備
が
で
き
る
は

ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
が
亡
く
な
る
こ
と

は
、
長
患
い
に
し
ろ
、
急
逝
に
し
ろ
、
予
測

の
つ
か
な
い
こ
と
で
、
失
礼
が
あ
っ
て
当
た

り
前
な
の
で
す
。
そ
れ
を
業
者
が
、
失
礼
の

な
い
よ
う
に
と
か
、
故
人
様
の
た
め
で
す
か

ら
と
か
、
最
後
の
○
○
で
す
か
ら
と
い
う
決

ま
り
文
句
を
使
っ
て
、
葬
儀
費
用
、
飲
食
代

が
か
さ
ん
で
し
ま
う
の
で
、
少
人
数
で
や
ろ

う
と
す
る
「
家
族
葬
」
が
広
ま
っ
て
き
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
圓
福
寺
か
ら
の
提
案
で
す
。

お
葬
式
は
失
礼
が
あ
っ
て
当
た
り
前
と
腹

を
く
く
っ
て
、
故
人
に
縁
の
あ
る
人
に
は
で

き
る
だ
け
お
知
ら
せ
を
し
て
、
お
見
送
り
し

て
い
た
だ
く
「
ご
縁
葬
」
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
故
人
生
前
の
ご
縁
に
感
謝
し
て
、
旅

立
っ
て
行
け
る
と
思
う
の
で
す
が
・
・
・
。

二
、
葬
儀
式
場
と
し
て

提
案

「
ご
縁
葬
」

最
近
は
、
「
家
族
葬
」
な
る
も
の
が
横
行

し
て
い
ま
す
。
人
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い

と
か
、
華
美
に
し
た
く
な
い
と
か
の
理
由

で
、
身
内
だ
け
で
ひ
っ
そ
り
送
っ
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
の
で
、
「
家
族
葬
」
と
い
う
新

語
が
誕
生
し
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
の
一
生
に
思
い

を
致
す
時
、
家
族
の
中
だ
け
で
生
き
て
き
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幼
馴
染
や
学
生
時

代
を
と
も
に
し
た
友
人
、
社
会
人
に
な
っ
て

か
ら
は
会
社
の
上
司
・
同
僚
・
部
下
、
地
域

に
あ
っ
て
は
町
内
会
の
仲
間
、
趣
味
の
友

人
、
飲
み
友
達
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
ご
縁
の

中
で
生
か
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
お
通
夜
に
来
て
く
れ
た
故
人

の
幼
馴
染
か
ら
悪
が
き
時
代
の
話
を
聞
か
せ

て
も
ら
っ
た
り
、
家
で
は
だ
ら
し
な
い
と

思
っ
て
い
た
の
に
会
社
で
は
敏
腕
だ
っ
た
と

聞
か
さ
れ
た
り
、
部
下
を
育
て
る
の
が
上
手

だ
っ
た
と
教
え
ら
れ
た
り
、
人
は
決
し
て
家

族
の
中
だ
け
の
姿
が
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
を
「
家
族
葬
」
と
い
う
名
の
も
と

に
、
故
人
の
生
涯
の
姿
を
狭
め
る
こ
と
は
、

身
内
の
エ
ゴ
の
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
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①

逝

去

◎
葬
儀
社
へ
の
連
絡

 
 

病
院
で
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
病
院
か

ら
ご
遺
体
を
安
置
場
所
ま
で
搬
送
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
お
寺
に
ご
連
絡
い
た

だ
け
れ
ば
、
信
頼
の
あ
る
誠
実
な
葬
儀
社

を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

◎
ご
遺
体
の
搬
送
と
安
置

 
 

ご
遺
体
を
ご
自
宅
に
お
連
れ
す
る
の

か
、
あ
る
い
は
葬
儀
式
場
と
な
る
お
寺
に

安
置
す
る
の
か
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
葬
儀

ま
で
日
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
葬
儀
社
に

預
か
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

 
 

お
寺
の
場
合
に
は
、
書
院
ま
た
は
本
堂

の
和
室
に
、
お
通
夜
ま
で
の
間
安
置
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
通
夜
の
前
に
納
棺

を
し
て
、
葬
儀
式
場
と
な
る
本
堂
の
内

陣
、
本
尊
様
の
真
前
に
移
動
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

◎
打
ち
合
わ
せ

 
 

ご
遺
体
を
安
置
し
て
、
故
人
が
落
ち
着

か
れ
た
ら
、
お
寺
と
日
程
の
打
ち
合
わ
せ

を
し
て
、
葬
儀
社
と
式
内
容
や
費
用
の
打

ち
合
わ
せ
を
し
ま
す
。
内
容
・
日
程
が
決

ま
っ
た
ら
、
お
知
ら
せ
す
べ
き
と
こ
ろ
に

ご
連
絡
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②

通

夜

◎
本
堂

 
 

葬
儀
社
の
ホ
ー
ル
な
ど
で
行
う
場
合
に

は
祭
壇
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

が
、
本
堂
の
場
合
は
特
別
な
用
意
は
不
要

で
す
。
お
供
え
の
生
花
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

だ
け
で
十
分
だ
と
思
い
ま
す
。

 
 

ま
た
、
お
参
り
の
方
の
人
数
に
よ
り
、

全
員
が
本
堂
に
座
っ
て
い
た
だ
く
の
か
、

あ
る
い
は
お
焼
香
だ
け
し
て
い
た
だ
く
の

か
に
よ
っ
て
、
椅
子
席
の
配
置
や
お
焼
香

の
場
所
な
ど
を
自
由
に
変
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

◎
参
拝
者
の
流
れ

 
 

遺
族
・
親
族
は
本
堂

内
の
椅
子
席
に
座
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
一
般
の
お
焼
香
だ

け
で
帰
ら
れ
る
方
は
、
駐
車
場
・
受
付
・

本
堂
前
で
お
焼
香
・
本
堂
左
側
の
階
段
を

下
り
て
お
帰
り
い
た
だ
く
と
い
う
ス
ム
ー

ズ
な
動
線
が
確
保
で
き
ま
す
。
階
段
下
に

外
用
の
ト
イ
レ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
不

便
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
通
夜
式

 
 

菩
提
和
讃
や
観
音
経
な
ど
の
読
経
と
通

夜
回
向
。
懺
悔
文
・
三
帰
戒
を
と
な
え
て

戒
名
授
与
の
ご
準
備

の
読
経
を
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
読
経

中
に
遺
族
・
親
族
の

お
焼
香
、
一
般
の
方

の
お
焼
香
と
な
り
ま

す
。

 
 

お
焼
香
後
の
通
夜
振
舞
い
（
会
食
）

は
、
書
院
の
椅
子
席
で
行
い
ま
す
。
食
事

の
ご
用
意
は
、
お
寺
ま
た
は
葬
儀
社
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

 
 

お
通
夜
と
し
て
、
故
人
の
お
そ
ば
で
一

晩
過
ご
さ
れ
る
場
合
に
は
、
貸
布
団
を
手

配
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
浴
室
も
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
翌
日
の
葬
儀
に
備
え
て
身
を

清
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

③

葬
儀
・
告
別
式

◎
葬
儀
・
出
棺

 
 

剃
髪
の
偈
、
出
棺
諷
経
、
龕
前
念
誦
十

仏
名
、
引
導
、
世
尊
偈
な
ど
で
葬
儀
を
執

り
行
い
、
お
参
り
の
皆
様
に
は
お
焼
香
お

参
り
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 
 

菩
提
寺
の
本
堂
で
お
参
り
を
終
え
、
故

人
は
本
堂
正
面
か
ら
火
葬
場
に
向
け
て
出

発
と
な
り
ま
す
。
ご
自
身
の
菩
提
寺
ま
た

は
ご
宗
派
の
お
寺
か
ら
旅
立
た
れ
る
こ
と

は
、
故
人
に
と
っ
て
は
な
に
よ
り
の
安
心

か
と
存
じ
ま
す
。
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◎
初
七
日
・
お
斎
（
お
と
き
）

 
 

最
近
は
葬
儀
式
の
中
で
初
七
日
ま
で
済

ま
さ
れ
る
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
そ
し
て
、
火
葬
場
に
行
き
、
火
葬
を

し
て
い
る
間
に
お
斎
を
い
た
だ
い
て
お
開

き
に
さ
れ
る
よ
う
で
す
。

 
 

み
な
さ
ん
が
お
忙
し
い
で
し
ょ
う
か

ら
、
そ
の
よ
う
に
さ
れ
る
の
も
仕
方
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
火
葬
後
に
本
堂
に

戻
っ
て
ご
遺
骨
を
安
置
し
て
初
七
日
の
法

要
を
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
葬

儀
・
告
別
式
・
火
葬
・
初
七
日
と
一
連
の

お
参
り
を
終
え
て
、
故
人
に
も
お
斎
を
お

供
え
し
て
、
故
人
を
偲

ん
で
お
斎
（
会
食
）
に

着
か
れ
る
の
が
正
式
な

作
法
だ
と
思
い
ま
す
。

◎
葬
儀
の
あ
と

 
 

百
か
日
・
四
十
九
日
（
忌
明
け
忌
）
に

つ
い
て
は
、
前
記
の
法
要
の
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
初
盆
な
ど
の
お

参
り
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
圓
福
寺
で
は
初

盆
の
供
養
を
「
山
門
施
餓
鬼
会
」
で
執
り

行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
遺
族

だ
け
で
な
く
、
ご
親
族
の
方
々
に
も
お
声

掛
け
い
た
だ
き
、
お
参
り
し
て
い
た
だ
く

の
が
よ
ろ
し
い
か
と
存
じ
ま
す
。

◎
仏
前
結
婚
式

 
 

結
婚
式
と
い
え
ば
、
神
前
結
婚
式
、
教

会
式
結
婚
式
、
宗
教
色
の
な
い
人
前
結
婚

式
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、
お
寺
で
執

り
行
う
「
仏
前
結
婚
式
」
と
い
う
も
の
も

あ
り
ま
す
。

 
 

新
郎
新
婦
が
主
役
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
結
婚
に
あ
た
っ
て

心
身
を
清
め
、
仏
法
の
教
え
に
従
っ
て
家

庭
を
築
い
て
い
く
こ
と
を
誓
い
、
そ
し
て

両
家
の
先
祖
へ
の
ご
報
告
す
る
こ
と
で
、

い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
へ
の
感

謝
、
こ
れ
か
ら
新
た
な
い
の
ち
に
恵
ま
れ

る
こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と

が
式
の
肝
要
な
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
ま

す
。

◎
式
次
第

 
 

本
尊
回
向

 
 

浄
め
の
儀

 
 

 

新
郎
新
婦
の
心
身
を
お
浄
め
い
た
し

ま
す
。

 
 

睦
み
の
儀

 
 
 

数
珠
・
指
輪
の
交
換
を
し
ま
す
。

 
 

帰
依
三
宝

 
 

 

お
釈
迦
様
を

は
じ
め
と
す
る

仏
様
、
仏
教
の

教
え
、
夫
婦
は

も

と

よ

り

家

族
・
親
戚
・
友

人
な
ど
と
の
和

合
と
い
う
三
つ
を
守
っ
て
い
く
誓
い
を

立
て
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 
 

誓
い
の
こ
と
ば

 
 

 

新
郎
新
婦
が
誓
い
の
こ
と
ば
を
読
み

上
げ
、
両
家
の
先
祖
に
結
婚
の
ご
報
告

を
致
し
ま
す
。

 
 

寿
杯
の
儀

 
 
 

三
々
九
度
の
杯
を
交
わ
し
ま
す
。

 
 

戒
師
お
さ
と
し

 
 

 

式
を
つ
か
さ
ど
る
戒
師
様
か
ら
お
さ

と
し
と
お
祝
い
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き

ま
す
。

 
 

四
弘
誓
願
文

 
 
 

仏
教
徒
の
大
切
な
誓
願
を
お
と
な

え
致
し
ま
す
。

三
、
結
婚
式
場
と
し
て
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墓
地
の
空
き
が
あ
り
ま
す
。

墓
地
を
移
転
さ
れ
る
方
や
永
代
供
養
塔
「
涅
槃

精
舎
」
に
改
葬
さ
れ
る
方
が
い
ら
し
て
、
空
き
が

で
き
ま
し
た
。
ご
希
望
の
方
は
、
お
寺
ま
で
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

【
広
さ
】

五
尺
（
一
五
○
㎝
）
×
三
尺
（
九
○
㎝
）

【
区

画

数
】 

 
四
区
画

【
永
代
使
用
料
】 

 

一
〇
〇
万
円

【
墓
地
管
理
費
】 

 

年
三
千
円

【
花
園
会
費
】 

 
 

年
一
万
円

（
ど
う
し
て
も
広
い
区
画
を
ご
希
望
の
方
は
、
お

寺
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
）

科　目 金　額 備　　　　　　　　　考

前年度繰越金 309,729
お寺より活動費 1,355,000
行事収入 301,842 土曜会、地蔵盆、禅童会・新年会・写経会などの参加費を含む

雑収入 10,007 彼岸法話会東京教区補助金・預金決算利息

歳入合計 1,976,578

宗派賦課金 173,500 本山納付花園会費、災害見舞金ほか

行事費 361,417 地蔵盆・禅童会・土曜会・写経会ほか

事務費 298,786 事務謝礼、行事案内状の印刷費・郵送料など

会議費 216,150 月例役員会ほか

研修費 187,069 東京教区第７部役員研修、役員研修費

慶弔費 0
寄付金 400,000 お寺へ仏具購入費用として寄付

雑費 0

歳出合計 1,636,922

平成30年度花園会会計報告
平成30年４月１日～平成31年３月３１日

歳
　
入

　

歳
　
出

剰余金の￥339,656は次年度繰越金としました。

 
 

別
世
帯
の
家
族
に
、

 
 
 
 
 
 

寺
報
を
送
り
ま
せ
ん
か
？

い
つ
も
、
つ
た
な
い
寺
報
を
お
読
み
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

か
つ
て
「
核
家
族
」
な
ん
て
い
う
言
葉
が

流
行
語
に
も
な
り
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
世

帯
構
造
の
約
六
割
が
核
家
族
と
い
わ
れ
、
特

に
都
市
圏
で
は
、
親
子
三
世
代
や
四
世
代
は

少
な
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
が
結
婚

を
す
れ
ば
別
世
帯
を
構
え
る
の
が
当
た
り

前
、
仕
事
の
転
勤
で
遠
く
離
れ
た
場
所
に
一

人
暮
ら
し
の
子
ど
も
が
い
る
、
近
く
に
は
住

ん
で
い
る
が
あ
ま
り
顔
を
出
さ
な
い
な
ど
、

世
帯
構
造
は
多
様
化
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
影
響
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、

◎
親
が
ど
ん
な
お
寺
と
お
付
き
合
い
が
あ

る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

◎
自
分
の
家
の
宗
教
や
宗
派
が
わ
か
ら
な

い
。

◎
親
が
ど
こ
に
お
墓
を
も
っ
て
い
る
の
か

知
ら
な
い
。

◎
親
の
お
墓
を
だ
れ
が
見
る
の
か
知
ら
な

い
、
決
ま
っ
て
い
な
い
。

な
ど
の
問
題
が
現
実
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
別
世
帯
の
家
族
に
、
せ
め
て
寺

報
を
送
っ
て
、
お
付
き
合
い
の
あ
る
お
寺
の

こ
と
を
知
っ
て
お
い
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
送
料
は
、
お
寺
や

花
園
会
で
負
担
い
た
し
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
送
り
先
の
ご
住
所
、
お

名
前
、
続
き
柄
を
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
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第
六
回

第
六
回

第
六
回

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
～
三
日

例
年
な
ら
二
月
二
十
四
日
あ
た
り
の
金
・

土
・
日
が
四
国
あ
る
き
遍
路
と
な
り
ま
す

が
、
そ
の
日
が
伽
藍
再
建
落
慶
法
要
だ
っ
た

の
で
、
第
六
回
は
三
月
に
入
っ
て
か
ら
の
歩

き
遍
路
と
な
り
ま
し
た
。
落
慶
法
要
を
終
え

た
安
堵
と
疲
労
感
、
そ
し
て
残
務
整
理
を
後

回
し
に
し
た
後
ろ
め
た
さ
を
抱
え
て
の
遍
路

で
す
が
、
こ
ん
な
に
待
ち
遠
し
く
思
っ
た
遍

路
も
あ
り
ま
せ
ん
。
落
慶
法
要
当
日
に
合
わ

せ
た
か
の
よ
う
な
満
開
の
梅
も
見
た
し
、
四

国
も
少
し
は
暖
か
い
か
も
と
い
う
予
想
に
反

し
て
、
飛
行
機
か
ら
見
た
富
士
山
は
ま
だ
ま

だ
雪
化
粧
。

文
部
省
唱
歌
「
富
士
の
山
」
の
作
者
も
こ

ん
な
景
色
を
見
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に

し
て
も
、
見
事
に
、
雲
の
上
に
頭
を
出
し
た

富
士
の
山
で
し
た
。
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「
伊
豆
田
へ
ん
ろ
道
」
へ

第
五
回
で
、
窪
川
の
三
十
七
番
岩

本
寺
も
終
え
て
い
る
の
で
、
高
知
空

港
か
ら
ま
ず
は
中
村
ま
で
移
動
。
中

村
駅
か
ら
一
息
に
足
摺
岬
ま
で
行
っ

て
も
い
い
よ
う
な
も
の
を
、
津
倉
渕

で
バ
ス
を
降
り
て
、
伊
豆
田
道
と
い

う
古
い
遍
路
道
を
歩
く
こ
と
に
し
ま

し
た
。
古
い
道
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
「
真

念

庵
」
を

お

参

り

し

た

か
っ
た
の
で
す
。
四
国
札
所
に
八
十

八
の
番
号
を
振
っ
て
、
現
在
の
八
十

八
か
所
の
札
所
を
確
立
し
た
真
念
さ

ん
へ
、
三
巡
目
に
し
て
よ
う
や
く
の

お
礼
参
り
で
す
。
ま
あ
、
落
慶
法
要

の
支
度
な
ど
で
運
動
不
足
の
身
に

は
、
軽

く

足

慣

ら
し
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。

国
道
か
ら
、

こ
の
先
行
き
止

ま
り
と
案
内
の

あ

る

旧

道

に

入
っ
て
も
し
ば

ら
く
は
舗
装
道
路
が
続
き
ま
す
。
車

が
来
な
い
の
は
あ
り
が
た
い
の
で
す

が
、
こ
ん
な
舗
装
道
路
を
歩
い
て
真

念
庵
に
着
く
の
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
バ

ス
を
途
中
下
車
し
て
ま
で
歩
く
所

じ
ゃ
な
か
っ
た
か
な
、
な
ん
て
思
い

が
頭
を
か
す
め
た
こ
ろ
、
よ
う
や
く

古
い
遍
路
道
へ
の
道
し
る
べ
が
見
え

て
き
ま
し
た
。

峠
ま
で
の
距
離
は
さ
ほ
ど

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
下
り
は
本
格
的
な
山
中

の
へ
ん
ろ
道
。
た
か
だ
か
標

高260

ｍ
ほ
ど
の
下
り
と
侮
る

こ
と
な
か
れ
！
遍
路
道
を
ふ

さ
ぐ
よ
う
に
木
が
倒
れ
、
そ

れ
を
ま
た
い
だ
り
く
ぐ
っ
た

り
の
連
続
で
し
た
。

遍
路
道
は
、
ど
な
た
か
が
倒
木
を

伐
採
し
て
片
づ
け
た
り
と
い
う
目
に

触
れ
な
い
お
接
待
を
し
て
く
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
こ
の
道
は
あ
ま
り
お

遍
路
さ
ん
が
歩
か
な
い
ル
ー
ト
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ま
た
は
西

日
本
豪
雨
の
被
害
の
後
で
道
普
請
が

ま
だ
手
付
か
ず
な
の
か
、
と
思
い
つ

つ
歩
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。【伊豆田峠のこぼれ話】伊豆田峠を舞台にした映画があったそうです。「雲がち

ぎれる時」という新藤兼人さん脚本、主演佐田啓二、相手役が賠償千恵子。峠を通るバ

スの運転手と車掌のラブロマンス。クライマックスでは、峠からバスが転落して運転手

が亡くなり、二人の恋は悲劇に終わるものです。船でしか越せなかった伊豆田の山に道

路が開通したとはいえ、険しい難所だったことがうかがわれるこぼれ話でした。
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純
な
砂
浜

二
巡
目
で
は
、
バ
ス
の
車
窓
か
ら

眺
め
た
だ
け
で
そ
の
先
の
以
布
利
か

ら
歩
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
大
岐
海

岸
を
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
国

道
か
ら
下
り
て
、
簡
素
な
木
の
橋
を

渡
る
と
、
以
布
利
ま
で
砂
浜
が
続
き

ま
す
。
砂
浜
と
い
え
ど
も
、
砂
が
締

ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う

足
摺
東
海
岸
を
行
く

金
剛
福
寺
に
向
か
う
足
摺
の
東
海

岸
は
、
以
前
よ
り
道
路
整
備
が
進
ん

だ
と
は
い
え
、
途
中
に
は
乗
用
車
一

台
が
や
っ
と
通
れ
る
よ
う
な
箇
所
も

あ
り
、
裏
街
道
と
言
っ
た
方
が
い
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
歩

き
遍
路
た
ち
に
と
っ
て
は
、
遍
路
道

が
整
備
さ
れ
て
い
て
、
東
海
岸
こ
そ

メ
イ
ン
の
ル
ー
ト
な
の
で
す
。

地
図
で
み
た
ら
海
岸
沿
い
に
思
え

の
が
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
し
た
が
、

こ
の
浜
は
ど
こ
を
歩
い
て
も
ふ
か
ふ

か
で
し
た
。
以
布
利
ま
で
の
約
一
・

六
㎞
、
足
を
と
ら
れ
な
が
ら
額
に
は

汗
で
し
た
。
お
そ
ら
く
、
自
然
環
境

が
い
い
の
で
、
砂
浜
が
締
ま
る
よ
う

な
不
純
物
が
な
い
の
だ
ろ
う
と
、
素

人
考
え
を
し
た
大
岐
海
岸
で
し
た
。

苦
あ
れ
ば
楽
あ
り

以
布
利
の
手
前
、
下
港
山
の
国
道

に
出
る
と
、
バ
ス
停
前
に
露
店
が
出

て
い
ま
し
た
。
ポ
ン
カ
ン
・
文
旦
な

ど
を
売
っ
て
い
ま
す
。
す
ぐ
に
店
主

と
思
し
き
方

が
、
ポ
ン
カ

ン
を
抱
え
て

き
て
お
接
待

と
の
こ
と
。

汗
を
か
い
て

砂
浜
を
歩
い

て
き
た
身
に

は
、
の
ど
を

潤
す
甘
露
で

し
た
。
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ま
す
が
、
海
岸
線
は
そ
そ
り
立
つ
岩

場
な
の
で
道
は
な
く
、
遍
路
道
は
断

崖
絶
壁
の
上
の
山
中
の
ア
ッ
プ
ダ
ウ

ン
と
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
足
摺
は

水
が
豊
か
な
の
で
、
谷
底
に
下
り
る

と
渓
流
が
な
が
れ
、
丸
太
橋
を
渡
る

と
厳
し
い
登
り
と
な
る
の
で
す
。
丸

太
橋
は
ど
こ
も
腐
り
か
け
て
お
り
、

結
局
は
川
床
の
石
を
飛
び
跳
ね
て
渡

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

途
中
、
地
図
に
載
っ
て
い
な
い
遍

路
道
も
あ
り
、
自
動
車
道
路
だ
け
で

な
く
、
遍
路
道
も
整
備
が
進
め
ら

れ
、
古
い
道
を
復
元
し
た
り
し
て
い

る
の
だ
と
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

足
摺
に
た
ど
り
着
く

大
岐
の
浜
か
ら
約
二
十
五
㎞
。
ま

だ
宿
坊
に
入
る
の
は
早
い
の
で
、
足

摺
を
ち
ょ
っ
と
散
策
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

二
日
目
の
宿
は
、
三
十
八
番
札
所

の
金
剛
福
寺
宿
坊
で
す
。
な
ん
と
冬

季
休
業
を
終
え
て
三
月
一
日
か
ら
の

宿
坊
再
開
で
、
し
か
も
最
初
の
お
客

さ
ん
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
わ

け
で
歓
待
し
て
い
た
だ
き
、
取
れ
た

て
の
ぶ
り
を
い
た
だ
い
た
り
、
翌
朝

に
は
途
中
ま
で
車
で
送
っ
て
い
た
だ

い
た
り
と
、
本
当
に
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。

【津呂のへんろ小屋】東海岸の真ん中あたりに、無料で宿泊もできるへんろ小屋があ

ります。管理人は、民宿「大岐の浜」にいた人で、実は、連載漫画を執筆していた方だ

そうです。小屋を拝借して、民宿のお接待でいただいたおにぎりをいただきました。
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覚
悟
の
３
日
目

天
気
予
報
は
雨
一
〇
〇
％
。
最
初

か
ら
雨
具
を
覚
悟
し
て
い
た
の
に
、

霧
雨
が
少
し
降
っ
た
だ
け
で
、
雨
に

も
濡
れ
ず
に
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
き
っ
と
、
昨
日
真
念
庵
に
お
参

り
し
た
功
徳
で
、
真
念
さ
ん
が
雨
を

降
ら
せ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
助

か
り
ま
し
た
。

覚
悟
の
下
り

足
摺
で
出
発
の
時
に
は
強
風
が
吹

い
て
い
た
の
で
、
山
中
の
下
り
の
へ

ん
ろ
道
は
大
変
だ
ろ
う
、
し
か
も
雨

で
も
降
っ
て
い
た
ら
と
、
こ
ち
ら
も

覚
悟
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
足
摺
か

ら
離
れ
た
内
陸
部
は
風
も
な
く
、
地

蔵
峠
か
ら
の
下
り
の
へ
ん
ろ
道
も
拍

子
抜
け
す
る
ぐ
ら
い
に
快
適
な
道
で

し
た
。

あ
と
は
有
岡
の
駅
ま
で
行
っ
て
帰

路
に
着
け
ば
い
い
の
で
す
が
、
そ
ろ

そ
ろ
昼
ご
は
ん
の
時
間
で
す
。
駅
前

な
ら
何
か
あ
る
と
い
う
の
は
四
国
で

は
あ
て
に
な
ら
な
い
苦
い
経
験
か

ら
、
ス
マ
ホ
で
探
す
と
国
道
に
出
て

少
し
戻
っ
た
と
こ
ろ
に
喫
茶
店
が
あ

る
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
で
も
店
が
あ

れ
ば
御
の
字
で
す
。
温
か
い
コ
ー

ヒ
ー
で
も
飲
ん
で
空
腹
を
ま
ぎ
ら
わ

そ
う
か
と
思
っ
た
ら
、
な
ん
と
自
家

焙

煎

の

コ

ー

ヒ
ー
専
門
店
。

ま
だ
モ
ー
ニ
ン

グ
サ
ー
ビ
ス
も

あ
る
し
、
ラ
ン

チ
も
あ
る
し
、

歩
き
遍
路
で
は

あ
り
え
な
い
よ

う
な
昼
食
を
食

べ
て
、
無
事
歩

き
終
え
ま
し
た
 

【
真
念
さ
ん
】
高
知
出
身
の
江
戸
時
代
前

半
の
僧
侶
。
昔
の
四
国
八
十
八
ヶ
所
は
ル
ー
ル

が
定
ま
っ
て
い
な
い
、
道
が
険
し
い
、
地
図
が

無
い
等
、
一
般
人
が
到
底
回
れ
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
く
、
修
行
僧
な
ど
限
ら
れ
た
人
た
ち
し

か
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
ら
お

大
師
さ
ん
の
足
跡
を
歩
く
こ
と
二
十
回
の
経
験

か
ら
、
「
真
念
庵
」
と
い
う
通
夜
堂
を
建
て
た

り
、
へ
ん
ろ
石
と
言
わ
れ
る
道
標
を
建
立
し
た

り
、
「
四
国
遍
路
道
指
南
」
と
い
う
案
内
書
も

出
版
し
、
札
所
に
番
号
を
付
け
た
真
念
は
、
遍

路
の
父
と
も
言
わ
れ
る
。
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第
五
回
の
あ
と
が
き
か
ら

金
剛
福
寺
の
奥
さ
ん
い
わ
く
、
「
四
国
の

人
は
、
日
曜
日
に
は
働
か
な
い
ん
で
す

よ
。
」
と
い
う
の
で
、
３
日
目
、
田
舎
の
集

落
に
タ
ク
シ
ー
を
手
配
す
る
の
は
無
理
が
あ

る
か
な
と
、
足
摺
か
ら
タ
ク
シ
ー
に
分
乗
し

よ
う
と
思
っ
た
の
は
正
し
い
判
断
で
し
た

が
、
案
の
定
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ
ん
が
見

つ
か
り
ま
せ
ん
。
困
っ
て
い
る
私
た
ち
に
奥

さ
ん
が
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
て
、

よ
う
や
く
見
つ
か
っ
た
タ
ク
シ
ー
１
台
と
お

寺
の
車
で
、
真
念
へ
ん
ろ
道
の
入
口
ま
で

送
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

観
光
地
足
摺
で
あ
り
な
が
ら
、
日
曜
日
の

書
き
入
れ
時
に
働
か
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
と
い
ぶ
か
し
ん
で
い
る
と
、
こ
こ
ら
辺

で
タ
ク
シ
ー
を
使
う
の
は
、
病
院
に
行
く
お

年
寄
り
ぐ
ら
い
で
、
そ
の
た
め
病
院
が
休
み

の
日
曜
日
は
仕
事
が
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。

お
寺
の
目
の
前
の
ホ
テ
ル
廃
墟
と
と
も

に
、
高
齢
社
会
と
観
光
地

の
衰
退
を
目
の
当
た
り
に

し
て
、
社
会
勉
強
に
も

な
っ
た
今
回
の
歩
き
遍
路

で
し
た
。

次
回
は
、
伊
予
の
国
に

入
り
ま
す
。
ど
ん
な
、
地

域
の
問
題
に
出
く
わ
す
で

し
ょ
う
か
。

３
日
目
に
歩
い
た
、

「
真
念
遍
路
道
」
で
す
。

２日目に

歩いた場所です。

１日目に

歩いた場所です。

「大岐の浜」

足摺岬

３巡目 四国あるき遍路の旅
第7回

第
七
回
は
、
高
知
最
後
の
三

十
九
番
か
ら
、
宇
和
島
周
辺
四

十
三
番
ま
で
お
参
り
し
て
、
松

山
空
港
か
ら
帰
っ
て
き
ま
す
。
 

【
日
程
】
十
一
月
十
五
日
（
金
）

 
 
 
 
 
 
 

～
十
七
日
（
日
）

【
旅
程
】

飛
行
機
に
て
高
知

へ
。
三
十
九
番
最
寄
駅
ま

で
電
車
で
移
動
。
県
境
の

松
尾
峠
を
越
え
て
、
親
先

宿
に
宿
泊
。

二
日
目
は
四
十
番
ま
で

バ
ス
移
動
。
そ
の
後
、
バ

ス
・
徒
歩
な
ど
で
宇
和
島

へ
。
大
乗
寺
専
門
道
場
参

拝
後
、
宇
和
島
泊
。

三
日
目
は
四
十
一
番
か

ら
四
十
三
番
ま
で
歩
き
ま

す
。
三
日
間
で
約
三
十

五
㎞
歩
く
予
定
。

【
参
加
費
】
五
万
円
前
後

【
申
込
】

お
電
話
・
メ
ー
ル

な
ど
で
、
お
寺
ま
で
お
申

込
下
さ
い
。

 
 

 

そ
の
他
、
何
な
り
と
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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平
成
三
十
一
年
上
半
期

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄

３

月

２

月

１

月

2
8
日

2
4
日

2
3
日

1
6
日

1
4
日

1
2
日
～

1
3
日

1
0
日

9
日

7
日

6
日

１
日
～

3
日

2
4
日

2
1
日

1
4
日

1
2
日

5
日

4
日

3
日

2
6
日

2
4
日

2
1
日

2
0
日

１
8
日

１
5
日

１
1
日

1
0
日

7
日

１
日
～

３
日

１
日

ス

マ
ー

ト

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

、

「

写

経

会
」

取

手

長

禅

寺
、

春

彼

岸

法

要

土

曜

会
「

春

彼

岸

法

話

会
」

幼

稚

園
、

卒

園

式

ス

マ
ー

ト

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

、

「

写

経

会
」

博

多

聖

福

寺
、

芙

蓉

庵

老

大

師

答

礼

写

経

会

幼

稚

園
、

市

原

ボ

ラ

ン

テ
ィ

ア
「

Ｑ

園

隊
」

平

林

寺
、

江

楓

室

老

大

師

相

見

平

林

僧

堂

会

下

会

　

於

浅

草

四

国

あ

る

き

遍

路

の

旅
（

三

巡

目

第

6

回
）

伽

藍

再

建

落

慶

法

要
、

春

彼

岸

法

要

寺

号

額

取

り

付

け

工

事

ス

マ
ー

ト

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

、

「

写

経

会
」

幼

稚

園
、

会

計

監

査

宇

和

島

大

乗

寺
、

露

香

室

老

大

師

来

山

幼

稚

園
、

涅

槃

会

写

経

会

幼

稚

園

バ

ザ
ー

「

く

す

の

き

ま

つ

り
」

ス

マ
ー

ト

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

、

「

写

経

会
」

幼

稚

園
、

年

少

組

市

原

た

ん

け

ん

隊

花

園

会

新

年

会

幼

稚

園
、

年

長

組

市

原

た

ん

け

ん

隊

落

慶

法

要

衆

評
（

打

ち

合

わ

せ
）

幼

稚

園
、

年

中

組

市

原

た

ん

け

ん

隊

ス

マ
ー

ト

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

、

「

写

経

会
」

平

林

寺

江

楓

室

老

大

師
、

落

慶

法

要

拝

請

修

正

会

新

春

ご

祈

祷

　

７

月

６

月

５

月

４

月

1
3
日
～

1
5
日

1
0
日
～

1
6
日

7
日

3
0
日

2
7
日

2
3
日

2
2
日

1
5
日

1
2
日

6
日

3
日

2
日

2
5
日

2
1
日

1
7
日

1
4
日

1
3
日

1
2
日

1
0
日

9
日

2
5
日

2
0
日

1
8
日

1
1
日

1
0
日

7
日

ボ
ー

イ

ス

カ

ウ

ト

合

宿

　

於

市

原

別

院

七

月

盆

棚

経

山

門

施

餓

鬼

会

写

経

会

ス

マ
ー

ト

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

、

「

写

経

会
」

東

京

教

区

第

七

部

部

内

会

幼

稚

園
、

市

原

ボ

ラ

ン

テ
ィ

ア
「

Ｑ

園

隊
」

土

曜

会
「

仏

教

シ

ア

タ
ー

」

『

ツ

ナ

グ
』

ス

マ
ー

ト

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

、

「

写

経

会
」

幼

稚

園
、

決

算

監

査

幼

稚

園
、

年

中

組

梅

収

穫

　

於

市

原

別

院

写

経

会

土

曜

会
「

市

原

ボ

ラ

ン

テ

ラ
」

第

４

６

回

花

園

会

ゴ

ル

フ

大

会
（

中

止
）

幼

稚

園
、

年

少

組

市

原

た

ん

け

ん

隊

「

○

庵
」

茶

室

開

き

幼

稚

園
、

年

中

組

市

原

た

ん

け

ん

隊

写

経

会

幼

稚

園
、

年

長

組

市

原

た

ん

け

ん

隊

幼

稚

園
、

「

花

ま

つ

り
」

ス

マ
ー

ト

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

、

「

写

経

会
」

ス

マ
ー

ト

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

、

「

写

経

会
」

幼

稚

園
、

市

原

ボ

ラ

ン

テ
ィ

ア
「

Ｑ

園

隊
」

土

曜

会
「

房

総

旧

道
、

観

音

ま

い

り
」

取

手

長

禅

寺
、

観

音

ま

つ

り

ス

マ
ー

ト

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

、

「

写

経

会
」

幼

稚

園
、

入

園

式

写

経

会

本
堂
前
に
、
見
事
に
咲
い
た
「
な
ん
じ
ゃ
も
ん
じ
ゃ
」
の
花
（
５
／
４
頃
）
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緑
の
と
こ
や
さ
ん

（
平
成
三
十
年
七
月
の

「
園
だ
よ
り
」
か
ら
）

か
つ
て
、
庭
で
植
え
木
の
剪
定
を

し
て
い
る
と
、
幼
稚
園
の
子
ど
も
た

ち
が
寄
っ
て
き
て
は
、
垣
根
越
し
に

「
何
し
て
る
の
？
」
と
よ
く
聞
か
れ

ま
し
た
。
「
お
花
や
木
の
床
屋
さ
ん

だ
よ
。
」
と
決
ま
っ
て
答
え
て
い
ま

し
た
。

こ
の
と
こ
ろ
、
梅
の
収
穫
が
終

わ
っ
た
梅
の
木
の
と
こ
や
さ
ん
を
し

て
い
ま
す
。
昔
か
ら
、
「
桜
切
る
バ

カ
梅
切
ら
ぬ
バ
カ
」
と
い
う
こ
と
わ

ざ
が
あ
る
よ
う
に
、
梅
を
切
ら
ず
に

放
置
し
て
お
く

と
余
計
な
枝
が

四
方
八
方
に
伸

び
て
し
ま
い
、

い
い
花
芽
が
つ

か
な
い
、
つ
ま

り
は
梅
の
実
の

収
穫
に
影
響
が

出
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
枝
が

伸
び
す
ぎ
る
と
葉
っ
ぱ
が
茂
り
す
ぎ

て
中
の
方
に
日
が
届
か
な
く
な
り
、

虫
が
つ
い
た
り
病
気
に
な
っ
た
り
し

ま
す
。
そ
こ
で
、
梅
の
木
に
は
剪
定

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

交
叉
し
て
い
る
枝
を
切
っ
た
り
、

混
ん
で
い
る
枝
を
抜
い
た
り
、
い
た

ず
ら
に
勢
い
だ
け
あ
る
「
徒
長
枝
」

（
と
ち
ょ
う
し
）
を
詰
め
た
り
し
て

い
る
と
、
剪
定
っ
て
子
育
て
と
一
緒

だ
と
思
え
て
き
ま
す
。
元
気
だ
か
ら

と
言
っ
て
放
っ
て
お
く
と
あ
ら
ぬ
方

向
に
伸
び
て
し
ま
っ
た
り
、
葉
っ
ぱ

が
茂
っ
て
い
い
わ
な
ん
て
思
っ
て
い

る
と
中
の
方
で
毛
虫
が
大
繁
殖
し
て

い
た
り
・
・
・
、
子
ど
も
の
成
長
も

方
向
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
善
悪

を
き
ち
ん
と
教
え
る
こ
と
、
葉
っ
ぱ

が
茂
り
す
ぎ
る
よ
う
に
過
度
の
期
待

を
持
っ
た
り
、
た
く
さ
ん
の
目
標
を

与
え
す
ぎ
な
い
こ
と
、
少
し
余
裕
が

あ
っ
て
中
ま
で
日
が
差
し
込
む
よ
う

に
し
た
ら
、
子
ど
も
の
心
が
見
え
て

く
る
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

年
長
さ
ん
が
小
豆
の
間
引
き
に
行

く
そ
う
で
す
。
密
生
し
て
発
芽
し
た

新
芽
を
間
引
い
て
、
栄
養
を
分
散
さ

せ
な
い
で
立
派
な
小
豆
を
収
穫
す
る

た
め
で
す
。
周
り
の
芽
を
傷
め
な
い

で
間
引
き
で
き

た

ら
、
立

派

な

緑
の
と
こ
や
さ

ん

な

の

で

す

が
、
ど

う

な

る

こ
と
で
し
ょ
う

か
？
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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
き
た
「
地
蔵
盆
」
で
す
が
、
新
し

い
伽
藍
で
の
再
ス
タ
ー
ト
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（本堂前にて）

  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２４日（土）

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
。

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
、
か
き
氷
、
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

ボ
ラ
ン
テ
ラ
ス
タ
ッ
フ
も
募
集
中
で
す
。

お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
は
、
お
寺
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。


