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地
蔵
盆
の
ご
案
内 

「圓
福
寺
ヨ
ガ
」の
ご
案
内 

 

「ハ
ス
の
植
付
と
開
花
」 

令
和
五
年
度
花
園
会
会
計
報
告 

茶
禅
会
・写
経
会
の
ご
案
内 

「子
ど
も
た
ち
に
お
茶
の
心
を
届
け
て
」 

（裏
千
家
機
関
紙
「淡
交
」掲
載
） 

小
林 

宗
美
さ
ん 

穴
川
花
園
幼
稚
園 

園
だ
よ
り
か
ら 

 

「３
Ｍ
子
育
て
」 

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄 

 

誌
上
「坐
禅
体
験
会
」 

愛
媛
大
乗
寺
露
香
室
老
大
師
歴
住
開
堂
式 

 

お
経
の
読
み
方 

目 
 
 

次 
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□印 

普 

明 
 

照
世
間 

  
 
 

平
林
放
牛
窟
□印 

印 

「
普
明
照
世
間
」
（
ふ
み
ょ
う

し
ょ
う
せ
け
ん
）
は
、
観
音
経

と
い
う
お
経
の
一
節
で
す
。
観

音
菩
薩
の
慈
悲
の
光
は
我
々
を

普
く
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
と

い
う
意
味
で
す
。 

 
ご
染
筆
は
、
平
林
寺
専
門
道

場
の
元
師
家
、
放
牛
窟
糸
原
圓

応
老
大
師
。
圓
福
寺
住
職
の
修

行
時
代
の
師
。
大
正
十
五
年
島

根
県
生
、
修
行
の
基
礎
を
重
ん

じ
、
何
事
に
お
い
て
も
緻
密
明

晰
に
当
た
る
。
平
成
二
十
六
年

逝
去
、
世
壽
八
十
七
歳
。 
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前
回
の
寺
報
か
ら
開
始
し
ま
し
た
、
般

若
心
経
の
解
説
で
す
が
、
今
回
で
二
回
目
と

な
り
ま
す
。
前
回
は
般
若
心
経
の
成
り
立
ち

か
ら
、
題
目
の
「摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」

は
「大
い
な
る
智
慧
の
完
成
の
要
の
お
経
」と

訳
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
お

話
し
ま
し
た
。
今
回
は
般
若
心
経
の
本
文
の

内
容
に
入
り
ま
す
。 

 
「
観
自
在
菩
薩 

行
深 

 
般
若
波
羅
蜜
多
時 

照
見 

 

五
蘊
皆
空 

度
一
切
苦
厄 

」 
 

こ
の
部
分
は
別
名
「
人
法
総
通
分

に
ん
ぽ
う
そ
う
つ
う
ぶ
ん

」と
も

呼
ば
れ
、
般
若
心
経
の
核
心
を
簡
略
に
示
し

た
も
の
で
す
。
そ
れ
で
は
こ
れ
を
い
く
つ
か

の
部
分
に
分
け
て
解
説
を
し
て
ま

い
り
ま
す
。 

 

「
観
自
在
菩
薩

か
ん
じ
ー
ざ
い
ぼ
ー
さ
ー

」 

ま
ず
般
若
心
経
の
本
文
の
全
体
の

構
成
は
観
音
様
が
舎
利
子
と
い
う
お

釈
迦
様
の
お
弟
子
さ
ん
に
説
法
を
す

る
形
で
す
。
般
若
心
経
の
本
文
の
第

一
節
目
の
「
観
自
在
菩
薩
」
は
「
観

音
様
は
」
と
い
う
主
語
で
あ
り
ま

す
。
で
は
「
観
自
在
菩
薩
」
、
つ
ま

り
観
音
様
は
何
者
な
の
か
と
い
う

と
、
慈
悲
の
心
を
象
徴
し
た
仏
様
で

す
。
慈
悲
の
心
と
は
他
人
の
こ
と
を

自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
慈
し
む
心

で
、
病
気
の
我
が
子
の
こ
と
を
自
分

の
こ
と
の
よ
う
に
苦
し
ん
だ
り
、
な

に
か
に
成
功
し
た
人
の
こ
と
を
自
分

の
事
の
よ
う
に
喜
ん
だ
り
す
る
心
で

す
。
こ
の
心
は
皆
さ
ん
の
誰
し
も
が

 
 

 
最
強
の
二
六
二
字
・
般
若
心
経 

般
若
心
経
の
根
幹
、
「
す
べ
て
は
空
」 
第
二
回 

圓福寺本堂の襖「般若心経」 斎藤加代子さん筆 

圓
福
寺
別
院
耕
雲
寺
の
観
音
様 
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持
っ
て
い
る
心
で
す
。
そ
し
て
観
音

様
は
慈
し
み
の
心
で
、
困
っ
て
い
る

人
を
助
け
る
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
助
け
方
が
千
通
り
あ
る
こ
と
を

実
体
化
さ
れ
た
も
の
が
千
手
観
音
様

で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

こ
こ
で
素
朴
な
疑
問
で
、
日
本
に

は
い
く
つ
も
千
手
観
音
様
の
像
は
あ

り
ま
す
が
、
本
当
に
千
も
手
が
あ
る

の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
ま
す
。

実
際
に
は
四
〇
本
し
か
な
い
の
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。
そ
の
理
由
は
一
本
の

手
が
二
五
本
分
に
相
当
す
る
と
い
う

考
え
で
、
四
〇
手

×

二
五
で
一
〇
〇

〇
手
と
し
て
い
る

そ
う
で
す
。
し
か

し
実
際
に
千
本
の

手
が
あ
る
像
も
実

在
し
て
い
ま
す
。

実
際
に
千
本
の
手

が
あ
る
千
手
観
音

様
で
日
本
に
は
有

名
な
も
の
が
三
体

ご
ざ
い
ま
し
て
、

大
阪
の
葛
井
寺
、
奈
良
の
唐
招
提

寺
、
京
都
の
宝
寿
寺
に
あ
る
そ
う
で

す
。
一
年
前
に
奈
良
の
唐
招
提
寺
に

お
参
り
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う

ど
修
復
中
で
あ
り
ま
し
て
、
残
念
な

が
ら
拝
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
次
回
お
参
り
に
行
っ
た
時
に
は

拝
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

千
本
の
手
が
あ
る
千
手
観
音
さ
ん

で
も
四
〇
本
の
千
手
観
音
様
で
も
そ

の
手
に
は
そ
れ
ぞ
れ
様
々
な
も
の
が

握
ら
れ
て
い
ま
す
。
数
珠
や
鏡
な
ど

の
仏
具
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
中
に

は
武
器
も
い
く
つ
か
お
持

ち
で
す
。
そ
の
よ
う
に
あ

ら
ゆ
る
手
段
で
も
っ
て
す

べ
て
の
人
々
を
慈
悲
の
心

で
救
う
と
い
う
菩
薩
さ
ん

で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

そ
の
観
音
様
が
説
法
と
い

う
手
段
で
困
っ
て
い
る

人
々
を
救
う
べ
く
説
か
れ

た
も
の
が
般
若
心
経
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
で
は
何
を
さ
れ
た
の
か

が
次
の
節
に
な
り
ま
す
。 

 

「
行
深
般
若
波
羅
蜜
多
時

ぎ
ょ
う
じ
ん
は
ん
に
ゃ
ー
は
ー
ら
ー
み
ー
た
じ
ー

」 

（
観
音
様
が
）
「
深
い
智
慧
を
完

成
さ
せ
た
行
じ
た
時
、
」
と
訳
せ
ま

す
。
こ
こ
の
「
般
若
波
羅
蜜
多
時
」

は
前
回
の
般
若
心
経
の
解
説
か
ら
、

「
智
慧
が
完
成
し
た
時
」
と
な
り
ま

す
。
我
々
、
臨
済
宗
の
修
行
で
は
自

分
自
身
の
智
慧
の
力
を
磨
く
た
め
に

坐
禅
を
し
て
い
ま
す
の
で
、(

観
音
様

が)

「
坐
禅
を
さ
れ
た
時
」
と
訳
し
て

も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。 

「
波
羅
蜜
多
」
は
前
回
の
解
説
で

は
「
彼

岸

に

到

る
」
、
「
完

成

す

る
」
と
訳
し
ま
し
た
。
し
か
し
「
波

羅
蜜
多
」
は
最
後
の
「
多
」
と
い
う

文
字
を
省
略
し
て
、
「
波
羅
蜜
」
と

も
言
わ
れ
、

「
悟
り
に
到

る

修

行
」
と

い
う
意
味
で

も
使
わ
れ
て

い

ま

す
。
そ

大
阪 

葛
井
寺
の
千
手
観
音 

 
 
 
 

 
 
 

実
際
に
千
本
の
手
が
あ
る 
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の
悟
り
に
到
る
修
行
が
六
種
類
あ
っ

た
こ
と
か
ら
「
六
波
羅
蜜
」(

ろ
く
は

ら
み
つ
、
ろ
っ
ぱ
ら
み
つ)

と
も
言
わ

れ
て
お
り
ま
す
。
六
波
羅
蜜
を
そ
れ

ぞ
れ
示
す
と
左
の
と
お
り
で
す
。 

・
精
進(
し
ょ
う
じ
ん)

波
羅
蜜 

 
 

 

努
力
を
す
る
こ
と 

・
忍
辱(

に
ん
に
く)
波
羅
蜜 

 
 

 

苦
難
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と 

・
禅
定(

ぜ
ん
じ
ょ
う)
波
羅
蜜 

 
 

 

心
を
整
え
る
こ
と 

・
布
施(

ふ
せ
）
波
羅
蜜 

 
 

 

人
に
施
し
を
す
る
こ
と 

・
持
戒
（
じ
か
い
）
波
羅
蜜 

 
 

 

自
ら
の
行
い
を
律
す
る
こ
と 

・
智
慧
（
ち
え
）
波
羅
蜜 

 
 

 

真
理
を
見

極
め
る
こ
と 

日
本
の
仏
教
徒
は

こ
の
六
波
羅
蜜
を

九
月
と
三
月
の
お

彼
岸
の
期
間
に
行

じ
て
、
そ
の
功
徳

を
ご
先
祖
に
お
供

え
す
る
こ
と
が
風

習
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
年
ほ
ど
前

に
「
そ
う
だ
京
都
行
こ
う
」
の
ポ
ス

タ
ー
（
右
の
絵
）
で
脚
光
を
浴
び
た

空
也
上
人
は
京
都
の
六
波
羅
蜜
寺
の

方
で
、
こ
の
六
波
羅
蜜
寺
は
六
波
羅

蜜
に
由
来
す
る
名
称
で
あ
り
ま
す
。

話
は
そ
れ
ま
し
た
が
、
「
行
深 

般

若
波
羅
蜜
」
は(

観
音
様
が)
「
坐
禅
を

さ
れ
て
物
事
の
真
理
を
見
極
め
ら
れ

た
時
」
と
訳
せ
ま
す
。 

 

「
照
見
五
蘊
皆
空
度
一
切
苦
厄

し
ょ
う
け
ん
ご
ー
お
ん
か
い
く
う
ど
ー
い
っ
さ
い
く
ー
や
く

」 

観
音
様
が
物
事
の
心
理
を
見
極
め

ら
れ
た
時
に
何
を
お
気
づ
き
に
な
っ

た
の
か
、
そ
れ
が
こ
の
「
照
見 

五

蘊
皆
空 

度
一
切
苦
厄
」
で
あ
り
ま

す
。
訳
し
ま
す
と
、
「
五
蘊
は
す
べ

て
空(

く
う)

で
あ
る
と
見
極
め
ら
れ
、

全
て
の
苦
し
み
を
超
え
た
」
と
な
り

ま
す
。
こ
こ
で
出
て
く
る
「
五
蘊
」

（
ご
う
ん
、
ご
お
ん
）
と
い
う
も
の

と
「
空
」
（
く
う
）
と
い
う
も
の
が

仏
教
特
有
の
用
語
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
ら
が
ま
ず
何
な
の
か
を
見
て
い
き

ま
し
ょ
う
。 

「
五

蘊
」
と

は
「
五

つ

の

集

ま

り
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
れ
は

お
釈
迦
様
が
我
々
人
間
は
ど
の
よ
う

な
あ
り
か
た
を
し
て
い
る
の
か
を
分

析
さ
れ
て
、
独
自
の
思
想
か
ら
人
間

の
あ
り
方
を
心
と
体
と
周
り
の
環
境

な
ど
の
五
つ
の
要
素
に
分
け
て
示
し

た
も
の
で
す
。
周
り
の
環
境
を
「
色

六
波
羅
寺
の
空
也
上
人 
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蘊
」(

し
き
う
ん)

、
わ
れ
わ
れ
の
体
を

「
受
蘊
」
（
じ
ゅ
う
ん
）
、
わ
れ
わ

れ
の
心
を
三
つ
の
要
素
に
分
け
て

「
想

蘊
」
（
そ

う

う

ん
）
・
「
行

蘊
」
（
ぎ
ょ
う
う
ん
）
・
「
識
蘊
」

（
し
き
う
ん
）
と
い
う
よ
う
に
５
つ

に
分
類
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
要
素
の
詳
細
な
説
明
は
次
回
以
降

に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
こ
で

は
「
五
蘊
」
と
は
「
我
々
の
周
り
の

環

境
・
体
・
心
」
で

あ

る

と

し

ま

す
。 そ

し
て
「
空
」
で
す
が
、
「
般
若

心
経
は
空
の
概
念
を
説
い
た
お
経
」

と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
般
若
心
経
の

根
幹
と
な
る
考
え
で
す
。
「
空
」
、

「
そ
ら
」
と
書
い
て
「
く
う
」
と
よ

み
ま
す
が
、
原
典
で
は
「
シ
ュ
ー

ニ
ャ
」
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
、
「
ゼ
ロ
」
の
意
味
や
「
何
も
な

い
」
、
「
空
っ
ぽ
」
と
い
う
意
味
も

あ
り
ま
す
。
で
は
「
五
蘊
皆
空
」
と

は
我
々
の
身
体
は
「
何
も
な
い
」
の

で
し
ょ
う
か
？
そ
ん
な
こ
と
は
無

く
、
実
際
に
今
で
も
我
々
の
身
体
が

あ
る
か
ら
生
き
て
い
る
の
で
す
。

「
空
」
と
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な

く
、
特
定
の
存
在
の
も
の
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
我
々
の
身
体
と

い
っ
て
も
常
に
決
ま
り
切
っ
た
特
定

の
形
、
特
定
の
実
体
は
あ
り
ま
せ

ん
。
も
の
を
食
べ
て
体
重
が
増
え
よ

う
と
も
同
じ
身
体
と
い
う
物
質
で
す

し
、
日
焼
け
を
し
て
色
が
変
わ
ろ
う

と
も
同
じ
身
体
と
い
う
物
質
で
す

し
、
不
幸
な
事
故
に
見
舞
わ
れ
て
腕

や
足
が
欠
損
し
よ
う
と
も
お
な
じ

我
々
の
身
体
と
い
う
物
質
で
す
。
ま

た
人
間
の
身
体
は
約
三
十
七
兆
個
の

細
胞
か
ら
で
き
て
い
て
、
そ
の
細
胞

も
時
々
刻
々
と
消
滅
と
生
成
を
繰
り

返
し
て
い
て
、
四
年
も
す
れ
ば
す
べ

て
の
細
胞
が
生
ま
れ
変
わ
っ
て
し
ま

う
そ
う
で
す
。
細
胞
が
す
べ
て
生
ま

れ
変
わ
っ
た
と
し
て
も
同
じ
身
体
と

し
て
扱
わ
れ
ま
す
。
で
は
身
体
と
は

何
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
と
、
こ

れ
と
言
っ
た
特
定
の
実
体
は
な
い
も

の
に
な
り

ま

す
。
こ

の
よ
う
に

同
じ
身
体

と
い
う
物

質
で
あ
っ

て
も
特
定

の
存
在
で

な

く
、
特

定
の
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
「
空
」
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
身

体
の
例
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
す
べ
て

の
物
質
も
同
様
に
特
定
の
存
在
が
な

く
、
実
体
は
あ
り
ま
せ
ん
。
五
蘊
は

皆
空
で
す
の
で
、
物
質
的
な
身
体
だ

け
で
な
く
、
周
り
の
環
境
も
心
も
特

定
の
存
在
は
な
く
、
実
体
は
な
い
の

だ
と
観
音
様
は
見
極
め
ま
し
た
。 

し
か
し
、
す
べ
て
の
物
は
空
で
あ

弘

弘
法
大
師(

空
海)

の
写
経
（
京
都
国
立
博
物
館
） 
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る
と
い
っ
て
そ
れ
だ
け
で
苦
し
み
を

超
え
た
！
と
い
う
に
は
少
し
話
が
飛

ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

で
は
す
べ
て
が
空
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
ら
な
ぜ
苦
か
ら
開
放
さ
れ
る

の
か
。
そ
れ
は
ま
ず
、
仏
教
の
前
提

と
し
て
人
間
の
苦
し
み
が
生
ま
れ
る

原
因
と
し
て
人
間
に
は
執
着
の
気
持

ち
が
あ
る
か
ら
で
す
。
仏
教
で
は
執

着
と
書
い
て
「
し
ゅ
う
じ
ゃ
く
」
と

読
み
ま
す
が
、
意
味
は
普
段
と
変
わ

ら
ず
、
物
事
に
固
執
し
て
と
ら
わ
れ

る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
自
己
の
身
体

や
自
己
の
財
産
な
ど
に
強
い
執
着
を

持
っ
て
い
る
と
、
い
ざ
そ
れ
が
傷
つ

い
た
り
失
っ
た
り
な
く
な
っ
た
り
し

た
時
に
強
い
苦
し
み
を
感
じ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
何
か
に

執
着
す
る
心
と
い
う
の
は
苦
し
み
の

原
因
で
す
。

そ
の
た
め
執

着
す
る
心
を

弱
め
れ
ば
苦

し
み
は
減
る

と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
出
て
く
る
の

が
五
蘊
皆
空
で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な

物
質
で
も
自
分
の
身
体
で
も
自
分
の

心
で
も
空
で
あ
っ
て
こ
れ
と
言
っ
た

特
定
の
形
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ

う
に
考
え
る
と
執
着
の
対
象
と
い
う

考
え
方
が
少
し
軽
く
な
り
ま
す
。
特

に
人
間
は
自
分
と
い
う
も
の
に
対
し

て
執
着
を
し
ま
す
。
自
分
と
い
う
も

の
が
可
愛
く
て
執
着
す
る
か
ら
人
よ

り
大
き
く
見
せ
よ
う
と
し
て
奔
走
し

て
苦
し
む
。S

N
S

と
い
う
も
の
は
活

用
方
法
に
よ
っ
て
は
そ
の
最
た
る
も

の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
自

分
と
い
う
も
の
が
い
か
に
交
友
範
囲

は
広
い
の
か
、
い
い
生
活
を
し
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
競
い
合
っ
て

多
く
の
人
が
疲
弊
し
て
苦
し
ん
で
い

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
自
分
と
い

う
も
の
は
空
で
実
体
の
な
い
も
の
、

四
年
も
す
れ
ば
肉
体
は
生
ま
れ
変
わ

る
よ
う
な
も
の
で
、
そ
ん
な
執
着
す

る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
自
分
を
喧

伝
し
た
と
こ
ろ
で
何
に
な
る
の
か
と

い
う
と
こ
ろ
に
行
き
着
け
ば
自
然
と

苦
し
む
こ
と

も
少
な
く
な

る
よ
う
に
思

い
ま
す
。 

以
上
の
こ

と
か
ら
自
分

の
身
体
を
含

め
、
す
べ
て

の
物
、
心
も
す
べ
て
空
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
執

着
の
心
が
弱
ま
り
、
苦
を
感
じ
る
こ

と
を
少
な
く
で
き
る
と
い
う
こ
と
を

観
音
様
は
気
づ
か
れ
た
と
い
う
こ
と

が
言
え
ま
す
。 

 

今
回
は
般
若
心
経
の
本
文
の
最
初

「
観
自
在
菩
薩 

行
深 

般
若
波
羅

蜜
多
時 

照
見 

五
蘊
皆
空 

度
一

切
苦
厄
」
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た
。

訳
し
ま
す
と
「
観
音
様
が
坐
禅
を
し

て
心
理
を
見
極
め
ら
れ
た
時
、
す
べ

て
は
空
で
あ
る
と
見
極
め
、
苦
し
み

を
超
え
ら
れ
た
」
と
訳
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

円
相(

え
ん
そ
う)

 

円
相
と
い
う
名
前
で
も
千
差
万
別 
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右
の
ペ
ー
ジ
ま
で
は
般
若
心
経
の

解
説
を
し
ま
し
た
。
写
経
会
や
坐
禅

会
に
限
ら
ず
般
若
心
経
を
読
む
機
会

が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
せ
っ
か
く

読
む
な
ら
ば
ち
ゃ
ん
と
し
た
読
み
方

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。 

 

こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
い
く
つ
か
の
要

点
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 

 

□
□
□
姿
勢
を
正
す 

 

心
を
身
体
の
関
係
は
親
密
で
す
。

乱
れ
た
姿
勢
で
い
る
と
心
も
乱
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
お
経
を
読
む
と
き
は

背
筋
か
ら
頭
の
先
ま
で
ま
っ
す
ぐ
に

伸
ば
し
ま
す
。
お
経
の
本
は
両
手
で

鼻
の
高
さ
ま
で
持
ち
上
げ
ま
す
。
目

線
を
少
し
落
と
し
て
教
本
を
眺
め
る

よ
う
な
高
さ
に
維
持
し
て
お
経
を
読

み
ま
す
。 

 

□
□
□
お
腹
か
ら
声
を
出
す 

 

姿
勢
を
整
え
る
と
自
然
と
腹
式
呼

吸
に
な
り
ま
す
。
そ
の
腹
式
呼
吸
で

お
腹
か
ら
声
を
だ
す
よ
う
に
し
ま

す
。
し
っ
か
り
と
出
せ
る
と
身
体
全

体
に
お
経
の
振
動
が
伝
わ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。 

 
□
□
□
一
字
一
字
丁
寧
に 

 
お
経
の
一
字
一
字
を
丁
寧
に
、
お

箸
で
豆
を
つ
ま
む
よ
う
に
丁
寧
に
お

唱
え
し
ま
す
。 

 

□
□
□
一
定
の
音
程
で
読
む 

 

お
経
の
全
体
で
常
に
一
定
の
音
程

に
な
る
よ
う
に
心
が
け
ま
す
。
高
く

な
っ
た
り
低
く
な
っ
た
り
と
緩
急
が

つ
き
ま
す
と
お
経
の
内
容
以
外
に
心

が
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

□
□
□
周
り
と
の
調
和
を
意
識
す
る 

 

読
経
の
成
り
立
ち
は
お
釈
迦
さ
ん

の
言
葉
を
お
弟
子
さ
ん
同
士
で
確
認

し
合
う
た
め
に
読
ま
れ
た
も
の
で

す
。
で
す
の
で
何
人
か
で
読
む
際
は

お
経
の
声
が
調
和
す
る
こ
と
を
大
切

に
し
ま
す
。
木
魚
が
あ
る
と
き
は
木

魚
一
打
に
つ
き
一
文
字
を
読
む
よ
う

に
し
ま
す
。 

  

注
意
点
は
挙
げ
た
ら
き
り
が
あ
り

ま
せ
ん
。
一
言
に
ま
と
め
る
な
ら
、

「
腹
か
ら
ハ
キ
ハ
キ
と
読
む
！
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
読
め
て
い

れ
ば
自
然
と
力
が
湧
い
て
き
ま
す
。

読
経
の
際
の
ご
参
考
に
な
れ
ば
幸
い

で
す
。 
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四
月
二
十
六
日
、
大
本
山
妙
心
寺

で
の
表
題
の
行
事
の
末
席
に
臨
ま
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

聞
き
慣
れ
な
い
「
歴
住
開
堂
式
」

だ
と
思
い
ま
す
が
、
「
歴
住
」
は
妙

心
寺
派
の
上
か
ら
二
番
目
の
僧
階
で

正
式
に
は
「
歴
住
職
」
と
い
い
、
妙

心
寺
の
歴
代
住
職
に
な
ら
れ
た
高
僧

の
位
を
言
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
妙

心
寺
の
管
長
猊
下
が
一
番
上
の
僧
階

で
、
「
特
住
職
」
と
い
い
ま
す
。
い

わ
ば
、
歴
住
職
は
一
日
管
長
と
言
っ

た
方
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

 

そ
の
一
日
管
長
を
務
め
ら
れ
る
に

あ
た
り
、
妙
心
寺
派
最
高
位
の
緋
色

の
衣
で
本
庵
の
霊
雲
院
か
ら
勅
使
門

に
向
か
わ
れ
ま
し
た
。
好
天
の
青
空

で
し
た
の
で
、
老
師
の
緋
色
の
衣
が

一
層
際
立
っ
て
い
ま
し
た
。
勅
使
門

か
ら
改
め
て
境
内
に
足
を
踏
み
入
れ

ら
れ
、
山
門
・
仏
殿
・
法
堂
と
歩
を

進
め
ら
れ
る
ご
と
に
、
法
語
を
唱
え

ら
れ
、
参
集
の
僧
俗
に
ご
修
行
の
境

地
を
披
歴
さ
れ
る
の
が
、
「
開
堂

式
」
と
言
わ
れ
ま
す
。 

本
庵
霊
雲
院
か
ら
勅
使
門
に
向
か
わ
れ
る
露
香
室
老
大
師  
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当
日
は
、
妙
心
寺
派
管
長
猊
下
は

じ
め
、
臨
済
宗
の
各
派
管
長
、
専
門

道
場
の
老
師
方
も
法
堂
に
居
並
ぶ
中

で
の
開
堂
式
で
し
た
。
無
事
開
堂
の

盛
儀
を
終
え
ら
れ
た
露
香
室
老
大
師

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
妙
心
寺
第
七

一
〇
世
と
な
ら
れ
ま
し
た
。 

□
□ 

愛
媛
大
乗
寺
の
こ
と 

 

露
香
室
老
大
師
が
住
職
を
さ
れ
て

い
る
愛
媛
大
乗
寺
は
、
伊
予
吉
田
藩

伊
達
家
の
菩
提
寺
で
も
あ
り
、
ま
た

四
国
唯
一
の
臨
済
宗
専
門
道
場
と
し

て
幾
多
の
禅
僧
を
育
て
て
い
ま
す
。

以
前
、
圓
福
寺
の
四
国
あ
る
き
遍
路

の
途
中
で
も
お
参
り
に
立
ち
寄
ら
せ

て
い
た
だ
い
た
ご
縁
の
あ
る
お
寺
で

す
。
ま
た
、
吉
田
藩
初
代
藩
主
は
伊

達
政
宗
公
の
孫
宗
純
（
む
ね
ず
み
）

公
、
私
の
生
ま
れ
た
岩
手
の
霊
桃
寺

は
、
同
じ
く
伊
達
政
宗
公
の
孫
宗
章

（
む
ね
あ
き
）
公
の
菩
提
寺
な
の

で
、
な
ん
と
な
く
お
寺
同
士
も
は
と

こ
に
当
た
る
よ
う
な
関
係
と
な
り
、

個
人
的
に
大
乗
寺
と
は
縁
浅
か
ら
ぬ

も
の
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

□
□ 

露
香
室
老
大
師
と
の
ご
縁 

 

ま
た
、
露
香
室
老
大
師
は
平
林
寺

専
門
道
場
で
私
の
後
輩
に
あ
た
り
、

平
林
寺
先
代
の
指
月
庵
老
大
師
と
の

チ
ベ
ッ
ト
旅
行
に
ご
一
緒
し
た
法
縁

も
あ
る
方
で
す
。
さ
ら
に
、
第
二
次

世
界
大
戦
中
に
、
満
州
の
新
京
妙
心

寺
の
住
職
と
な
ら
れ
た
河
野
宗
寛
老

師
の
著
書
に
感
銘
を
受
け
て
、
そ
の

足
跡
を
訪
ね
る
満
州
旅
行
を
企
画
し

た
折
、
河
野
宗
寛
老
師
が
大
乗
寺
の

住
職
を
さ
れ
て
い
た
経
緯
か
ら
、
露

香
室
老
大
師
を
お
誘
い
し
て
満
州
に

ご
一
緒
し
た
ご
縁
も
あ
り
ま
す
。 

 

チ
ベ
ッ
ト
、
満
州
と
も
、
先
年
亡

く
な
っ
た
寺
庭
も
一
緒
で
し
た
の

で
、
寺
庭
と
も
親
し
く
お
付
き
合
い

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
老
大
師

自
ら
わ
ざ
わ
ざ
千
葉
ま
で
お
参
り
に

足
を
運
ん
で
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。 

 

大
乗
寺
と
も
、
露
香
室
老
大
師
と

も
深
い
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
こ
と

で
、
妙
心
寺
歴
住
開
堂
式
の
末
席
に

座
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
あ
ら
た
め
て
、
露
香
室
老
大

師
の
歴
住
開
堂
に
心
よ
り
お
祝
い
申

し
上
げ
、
参
列
の
ご
報
告
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。 

 

山
門
を
く
ぐ
り
仏
殿
に
向
か
わ
れ
る
露
香
室
老
大
師 
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四
月
よ
り
毎
月
第
一
火
曜
日
に
坐
禅

体
験
会
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
や
は

り
坐
禅
は
実
際
に
や
っ
て
み
な
い
と
わ

か
ら
な
い
も
の
で
す
。
禅
の
教
え
は
「不

立
文
字
、
教
外
別
伝
」と
も
言
わ
れ
、
文

字
で
は
伝
え
ら
れ
ず
、
教
え
ら
れ
て
伝

わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
に

自
分
で
実
践
し
て
、
自
分
で
気
付
い
て

い
く
こ
と
が
禅
の
教
え
の
真
髄
と
も
言

え
る
も
の
で
す
。
坐
禅
は
ま
さ
に
そ
の

根
幹
と
も
言
え
ま
す
。
四
月
か
ら
開
催

し
て
お
り
ま
す
、
坐
禅
体
験
会
の
内
容

を
書
か
せ
て
も
ら
い
ま
す
。 

準
備 

 

お
仕
事
後
に
も
来
ら
れ
る
よ
う
に

遅
め
の
時
間
に
集
合
し
て
も
ら
い
ま

す
。
お
寺
に
来
る
の
も
初
め
て
と
い

う
方
ば
か
り
で
、
緊
張
さ
れ
て
い
る

方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
各

自
で
単
布
団
（
坐
禅
用
の
座
布
団
）

を
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。 

 

簡
単
な
ス
ト
レ
ッ
チ 

 

皆
さ
ん
初
め
て
の
坐
禅
で
す
の

で
、
ま
ず
は
軽
く
身
体
を
ス
ト
レ
ッ

チ
で
ほ
ぐ
し
ま
す
。
腕
や
肩
な
ど
の

肺
周
り
の
筋
肉
、
股
関
節
周
り
の
筋

肉
を
簡
単
に
ス
ト
レ
ッ
チ
し
ま
す
。

身
体
を
柔
ら
か
く
す
る
こ
と
で
坐
禅

で
い
い
姿
勢
を
作
り
や
す
く
、
落
ち

着
い
た
腹
式
呼
吸
を
し
や
す
く
な
り

ま
す
。 

 

坐
禅
の
姿
勢
を
作
る 

 

各
自
、
単
布
団
に
坐
っ
て
も
ら

い
、
坐
禅
の
姿
勢
を
ご
指
導
し
ま

す
。
人
に
よ
っ
て
身
体
が
硬
か
っ
た

り
、
骨
格
が
違
っ
て
い
た
り
す
る
の

で
、
は
じ
め
か
ら
し
っ
か
り
と
坐
れ

７月の体験会の風景 
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る
方
は
な
か
な
か
い
ま
せ
ん
。
坐
る

の
が
厳
し
い
と
い
う
方
は
椅
子
坐
禅

も
ご
指
導
し
て
お
り
ま
す
。
姿
勢
を

作
る
上
で
最
も
大
事
な
こ
と
は
「
腰

骨

を

立

て

る

こ

と
」
。
腰

骨
（
骨

盤
）
は
建
物
で
言
っ
た
ら
基
礎
の
部

分
で
す
の
で
、
腰
骨
を
立
て
る
こ
と

で
安
定
し
た
姿
勢
を
作
り
や
す
く
な

り
ま
す
。 

 

腹
式
呼
吸
を
確
認 

 

腰
骨
を
正
し
て
姿
勢
を
整
え
る
と

腹
式
呼
吸
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
肩

に
力
が
入
っ
て
い
た
り
す
る
と
肩
で

呼
吸
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
余
計
な

力
を
入
れ
ず
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
呼

吸
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。 

 

呼
吸
を
数
え
る 

 

姿
勢
・
呼
吸
が
整
い
ま
し
た
ら
、

自
分
の
呼
吸
を
「
ひ
と
つ
、
ふ
た

つ
・
・
・
」
と
丁
寧
に
数
え
て
行
き

ま
す
。
や
っ
て
み
る
と
以
外
に
も
気

が
散
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
気
が
散
っ

た
ら
ま
た
や
り
直
し
て
の
繰
り
返
し

で
す
。
な
か
な
か
「
と
お
（
十
）
」

ま
で
い
か
な
い
も
の
で
す
。

短
い
坐
禅
を
し
て
簡
単
な
説

明
を
し
て
も
う
一
度
坐
禅
、

と
い
う
よ
う
に
三炷

 

（
三

回
）
の
坐
禅
を
し
て
も
ら
い

ま
す
。 

 
 茶

話
会 

 

坐
禅
が
終
わ
り
ま
し
た

ら
、
抹
茶
と
お
菓
子
を
い
た

だ
き
な
が
ら
坐
禅
を
振
り
返

り
ま
す
。
集
中
で
き
た
と
い

う
方
も
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
と
い

う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
坐
禅

の
質
問
も
坐
禅
以
外
の
質
問
も
な
ん

で
も
フ
ラ
ン
ク
に
お
話
を
し
ま
す
。

も
っ
と
坐
禅
を
し
た
い
と
い
う
方
は

毎
週
木
曜
日
の
坐
禅
会
を
お
す
す
め

し
ま
す
。 

 

八
月
以
降
も
坐
禅
体
験
会
を
開
催

し
て
お
り
ま
す
。
興
味
が
あ
る
方
は

お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

次
回
の
予
定 

 

日
付 

 

八
月
六
日 

 

時
間 

 

午
後
七
時
よ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
時
半
前
後
ま
で 

 

場
所 

 

圓
福
寺
本
堂 

 

服
装 

 

動
き
や
す
い
格
好 

 

定
員 

 

十
名
程
度 

 

参
加
方
法 

 

ご
連
絡
く
だ
さ
い 

 

電
話 

 
 
 

〇
四
三 

二
五
一 

九
一
八
一 

  

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い 
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■
十
一
月
九
日 

午
前
七
時 

宿
発 

午
後
四
時
半 

川
崎
宿
着 (

パ
ー
ル
ホ
テ

ル
川
崎)  

 

非
常
に
車
通
り
の
多
い
道
を
歩
い

た
一
日
だ
っ
た
。
東
海
道
の
面
影
は

ほ
と
ん
ど
な
く
、
た
ま
に
看
板
が

立
っ
て
い
る
程
度
だ
っ
た
。
松
の
並

木
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
歩
い
て

い
る
と
一
日
で
何
人
に
も
嘲
笑
さ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
地
域
的
に
都

会
、
特
に
東
京
に
近
い
と
こ
ろ
だ
と

こ
の
よ
う
な
風
潮
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
川
崎
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
大

学
生
の
こ
ろ
の
生
活
圏
内
に
入
り
、

い
ろ
い
ろ
と
思
い
出
に
浸
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
し
か
し
、
生
麦
事
件
の

跡
地
が
あ
っ
た
り
と
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ

た
。
明
日
は
い
よ
い
よ
日
本
橋
だ
。

「
に
っ
ぽ
ん

ば
し
」
で
は

な
く
、
「
に

ほ
ん
ば
し
」

だ
。
少
し
わ

く

わ

く

す

る
。
東
海
道

を
歩
き
切
れ

る
と
い
う
達

成
感
か
ら
だ

ろ
う
か
。
し

か
し
同
時
に

終
わ
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
気
持

ち
も
あ
る
。
な
ん
だ
か
ん
だ
で
こ
の

た
び
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
な
と
感

じ
た
。 

 

■
十
一
月
十
日 

午
前
七
時 

宿
発 

午
後
四
時 

東
京
船
場
着 

(

く
れ
た
け

イ
ン
東
京
船
場
） 

 

朝
か
ら
人
が
大
勢
い
る
川
崎
を
後

に
し
て
六
郷
橋
で
多
摩
川
を
渡
る
。

ま
ぶ
し
い
朝
日
の
中
で
東
京
都
に
入

る
。
知
っ
て
い
る
地
名
が
多
い
こ
と

薩
埵
峠
か
ら
の
富
士
山
の
眺
め 

 
番
外
「東
海
道
～
千
葉
へ
行
脚
の
旅
」（そ
の
四
） 

八
幡
圓
福
寺
～
五
条 

 
 

 
 

 

一
九
、
二
㎞ 

東
海
道
（
日
本
橋
～
三
条
大
橋
） 

四
九
二
㎞ 

日
本
橋
～
千
葉 

 
 

 
 

 
 

 

三
五
、
九
㎞ 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計 

五
四
七
、
一
㎞ 
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現
代
の
東
京
日
本
橋 

も
あ
っ
て
時
間
が
進
む
の
を
早
く
感

じ
な
が
ら
歩
い
た
。
蒲
田
付
近
で
は

空
き
缶
を
集
め
て
い
る
人
が
多
く
、

そ
の
ほ
か
に
園
児
と
送
り
の
親
子
の

自
転
車
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
々
、
大

勢
の
人
々
が
す
れ
違
い
な
が
ら
歩

く
。
ど
の
人
も
私
の
方
を
一
目
見
て

は
す
ぐ
に
目
を
そ
ら
し
て
い
た
。
山

手
線
の
内
側
に
入
る
と
壮
大
な
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
圧
倒
さ
れ

た
。
ず
っ
と
歩
き
な
が
ら
見
て
き
た

風
景
と
全
く
異
質
の
も
の
だ
っ
た
。

巨
大
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
膨
大
な
人

の
中
で
自
分
の
小
さ
さ
を
感
じ
る
。

い

る

だ

け

で

息

が

詰

ま

り

そ

う

な

思

い

を

し

て
、
ど

ん

ど

ん

体

が

消

耗

し

て

い

く

よ

う

な

感

じ

で
、
人

が

住

め

る

よ

う
な
場
所
で

な

い

と

も

思

っ

た
。
街

道
沿
い
の
寺

社
仏
閣
の
前

で
手
を
合
わ

せ
て
歩
く
と

心
が
少
し
楽

に
な
っ
た
。

寺
社
仏
閣
の

大
事
さ
を
感

じ
る
。 

 

歩
を
進
め
て
、
外
国
人
が
大
勢
い

る
銀
座
を
抜
け
て
い
よ
い
よ
日
本
橋

へ
。
こ
れ
ま
で
の
旅
程
を
思
い
出
し

な
が
ら
渡
り
、
渡
り
き
っ
た
時
に
一

気
に
心
が
軽
く
な
っ
た
気
が
し
た
。

旅
だ
け
で
な
く
、
雲
水
の
自
分
か
ら

切
り
替
わ
っ
た
気
が
し
た
。
僧
堂
の

雲
水
と
い
う
こ
と
に
縛
ら
れ
つ
つ
も

そ
れ
に
す
が
っ
て
い
た
自
分
も
い
た

が
、
そ
れ
が
剥
が
れ
落
ち
た
。
不
安

も
あ
り
つ
つ
、
希
望
に
満
ち
て
い

た
。 

 

■
十
一
月
十
一
日 

午
前
六
時
三
十
分 

宿
発 

午
後
一
時
半 

圓
福
寺
着 

 

自
坊
で
荷
物
整
理
と
休
憩
を
し
た

か
っ
た
の
で
少
し
早
め
に
宿
を
出

た
。
足
の
裏
に
テ
ー
プ
を
巻
い
て
い

た
の
で
脚
の
痛
み
も
な
く
歩
く
こ
と

が
で
き
た
。
調
子
に
乗
っ
て
い
る
と

左
膝
が
じ
ん
じ
ん
と
痛
む
。
市
川
塩

浜
駅
の
国
道
二
九
四
号
を
歩
い
て
い

る
と
道
に
大
量
の
羽
毛
と
野
鳥
の
ふ

ん
が
散
っ
て
い
た
。
１
km
以
上
続
い

て
い
た
。
感
染
症
を
気
に
し
な
が
ら

進
ん
だ
。
船
橋
に
入
っ
た
あ
た
り
で

信
号
待
ち
を
し
て
い
た
木
材
屋
さ
ん

の
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
方
が
、
窓
か
ら
お

布
施
を
下
さ
っ
た
。
関
西
地
方
の
昔

の
方
で
「
箱
根
よ
り
東
に
法
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ

ん
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
思
い
、

励
み
に
な
っ
た
。 

 

帰
山
後
、
本
尊
諷
経
内
仏
諷
経
、

荷
物
整
理
。
明
日
、
市
原
別
院
に
て

収
穫
祭
な
の
で
気
が
抜
け
な
い
。 
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令
和
六
年
四
月
～
六
月
期 

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄 

3巡目 四国あるき遍路の旅 

第13回 

 

三
巡
目
の
四
国
あ
る
き
遍
路
も
、
今
回
で
88

番
大
窪
寺
に
た
ど
り
着
き
結
願
を
迎
え
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
今
回
か
ら
の
参
加
で
も
構
い
ま
せ

ん
。
思
い
立
っ
た
が
吉
日
、
挑
戦
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
な
お
、
航
空
券
の
手
配
の
都
合
で
、
お

申
し
込
み
は
八
月
末
日
ま
で
に
。 

 

次
の
14
回
で
高
野
山
と
妙
心
寺
へ
の
お
礼
参

り
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
令
和
七
年

秋
か
ら
四
巡
目
が
は
じ
ま
り
ま
す
。 

【
日
程
】
令
和
六
年
十
一
月
十
五
日
（
金
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～
十
七
日
（
日
） 

【
旅
程
】 

 

【
第
１
日
】
高
松
空
港
か
ら
83
番
一
宮
寺
を
お
参

り
。
琴
電
を
利
用
し
て
84
番
屋
島
寺
・
85
番
八

栗
寺
・
86
番
志
度
寺
ま
で
お
参
り
し
て
、
志
度

の
遍
路
宿
泊
。
歩
く
距
離
は
約
13
㎞
。 

 

 

【
第
２
日
】
路
線
バ
ス
で
87
番
長
尾
寺
。
88
番
大

窪
寺
へ
の
山
越
え
遍
路
道
の
入
口
ま
で
タ
ク

シ
ー
移
動
。
女
体
山
を
越
え
て
大
窪
寺
に
て
結

願
。
門
前
の
遍
路
宿
泊
。
歩
く
距
離
は
約

12

㎞
。 

 

【
第
３
日
】
タ
ク
シ
ー
・
電
車
・
バ
ス
で
移
動
し

て
、
徳
島
へ
の
県
境
の
峠
越
え
を
歩
い
て
３
番

金
泉
寺
か
ら
１
番
霊
山
寺
を
お
礼
参
り
。
そ
の

後
、
鳴
門
に
出
て
徳
島
空
港
か
ら
帰
路
歩
く
距

離
は
約
18
㎞
。 

【
参
加
費
】 

五
万
円
前
後 

（
花
園
会
員
は
補
助
あ
り
。
） 

【
申
込
】
お
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
メ
ー
ル

な
ど
で
、
お
寺
ま
で
お
申
込
下
さ
い
。 

 
 

 

ご
不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

6
月

５
月

４
月

3
0
日

2
7
日
～

2
8
日

2
4
日

2
2
日

1
3
日

１
０
日

8
日

5
日
～

7
日

4
日

2
日

2
7
日

2
4
日

2
0
日

1
8
日

1
3
日

1
2
日

1
1
日

９
日

8
日

3
日
～

5
日

2
7
日

2
5
日
～

2
6
日

2
5
日

1
9
日
～

2
0
日

１
8
日

1
1
日

１
０
日

8
日

7
日

写
経
会

京
都
圓
福
僧
堂
　
会
下
会
（

新
命
和
尚
）

茶
禅
会

土
曜
会
「

仏
教
シ
ア
タ
ー
」

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

幼
稚
園
、

年
長
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

幼
稚
園
、

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「

Ｑ
園
隊
」

京
都
圓
福
僧
堂
　
大
接
心
（

新
命
和
尚
）

幼
稚
園
、

年
中
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

坐
禅
体
験
会

写
経
会

茶
禅
会

幼
稚
園
、

年
少
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

幼
稚
園
、

決
算
監
査

土
曜
会
「

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ラ
」

臨
済
録
勉
強
会
　
於
湯
島
麟
祥
院
（

新
命
）

茶
禅
会

写
経
会

幼
稚
園
、

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「

Ｑ
園
隊
」

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

幼
稚
園
、
「

花
ま
つ
り
」

京
都
圓
福
僧
堂
　
大
接
心
（

新
命
和
尚
）

幼
稚
園
、

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「

Ｑ
園
隊
」

愛
媛
大
乗
寺
露
香
室
老
大
師
開
堂
　
於
妙
心
寺

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

京
都
圓
福
僧
堂
万
人
講
加
担
（

新
命
和
尚
）

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

茶
禅
会

写
経
会



圓福寺報                                第８８号 

15 

「
３
Ｍ
子
育
て
」 

 
 

 
 

（
令
和
六
年
四
月
の 

「
園
だ
よ
り
」
か
ら
） 

  

ご
入
園
・
ご
進
級
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

一
年
間
、
園
だ
よ
り
に
駄
文
を
載
せ
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

 

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
利
用
す
る

と
、
知
ら
な
い
所
か
ら
の
広
告
メ
ー
ル
が

入
っ
て
き
ま
す
。
朝
一
の
仕
事
は
、
こ
の

不
要
メ
ー
ル
の
削
除
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

 

そ
ん
な
不
要
メ
ー
ル
の
中
に
、
「
３

Ｍ
」
と

い

う

言

葉
が
目
に
つ
き

ま

し

た
。
は

て

何
だ
ろ
う
と
、

そ
う
思
わ
せ
る

の
が
送
り
主
の
策
略
だ
と
思
い
つ
つ
、

ち
ょ
っ
と
覗
い
て
み
た
ら
、
３
Ｍ
と
は
、

「
ム
ダ
・
ム
ラ
・
ム
リ
」
の
略
で
、
生
産

活
動
に
支
障
を
き
た
す
作
業
の
こ
と
だ
そ

う
で
す
。
末
尾
を
と
っ
て
「
ダ
ラ
リ
」
と

も
い
う
そ
う
で
す
。 

 

そ
の
後
、
こ
の
３
Ｍ
が
頭
の
片
隅
に

残
っ
て
い
ま
し
た
。
「
ム
ダ
・
ム
ラ
・
ム

リ
」
と
リ
フ
レ
イ
ン
し
て
い
る
う
ち
に
、

ふ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
何
も
生
産
活

動
だ
け
の
話
じ
ゃ
な
く
、
子
育
て
に
も
通

じ
る
言
葉
だ
と
。 

 

お
仕
事
や
子
育
て
で
忙
し
い
中
、
早
く

着
が
え
て
、
早
く
カ
バ
ン
を
持
っ
て
、
早

く
靴
を
は
い
て
と
、
時
間
が
か
か
る
わ
が

子
を
見
て
、
時
間
の
ム
ダ
と
ば
か
り
に
手

を
出
し
て
し
ま
う
。
で
も
、
子
ど
も
は
ム

ダ
な
動
き
や
ム
ダ
な
時
間
を
通
し
て
た
く

さ
ん
の
こ
と
を

身
に
つ
け
た
り

学
ん
だ
り
す
る

も
の
で
す
。 

 

お
父
さ
ん
は

い
い
っ
て
い
う

の
に
、
お
母
さ
ん
は
だ
め
っ
て
言
う
。
幼

稚
園
で
は
駄
目
で
も
、
お
家
で
は
許
さ
れ

る
な
ん
て
い
う
ム
ラ
に
子
ど
も
た
ち
は
戸

惑
う
事
で
し
ょ
う
。 

 

○
○
ち
ゃ
ん
が
で
き
る
ん
だ
か
ら
、
あ

な
た
も
で
き
る
で
し
ょ
、
が
ん
ば
れ
る
で

し
ょ
な
ん
て
い
う
ム
リ
を
強
い
て
い
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

 

子
育
て
の
３
Ｍ
を
な
く
し
て
、
ご
一
緒

に
楽
し
い
子
育
て
を
し
ま
し
ょ
う
。
重
ね

重
ね
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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圓
福
寺
の
穴
川
花
園
幼
稚

園
で
は
、
月
に
１
回
、
年

中
・
年
長
組
の
園
児
た
ち
が

お
茶
の
お
稽
古
を
し
て
い
ま

す
。 

 

お
稽
古
は
お
寺
の
書
院
で

行
い
ま
す
が
、
園
児
た
ち
は

玄
関
に
入
る
前
か
ら
整
列
し

て
、
お
稽
古
に
向
け
て
の
気

持
ち
を
整
え
ま
す
。
玄
関
で

は
、
敷
居
を
踏
む
こ
と
無
く

「
こ
ん
に
ち
は
。
」
と
ご
挨

拶
を
し
て
、
靴
を
揃
え
て
上

が
り
ま
す
。
書
院
で
は
「
よ

ろ
し
く
お
ね
が
い
し
ま

す
。
」
と
一
礼
の
あ
と
、
坐

り
方
、
立
ち
方
、
歩
き
方
、

お
辞
儀
の
仕
方
、
そ
し
て
お

菓
子
の
い
た
だ
き
方
な
ど
を

何
度
も
繰
り
返
し
、
基
本
的

な
お
茶
の
お
作
法
を
学
び
ま

す
。
お
稽
古
中
は
皆
正
座
を

し
て
姿
勢
を
崩
す
こ
と
な
く
、
熱
心

に
教
え
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
す
。
そ

し
て
お
け
い
こ
の
最
後
に
は
、
「
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
と
一

礼
し
て
書
院
を
出
て
、
玄
関
で
も

「
さ
よ
う
な
ら
。
」
と
ご
挨
拶
を
し

て
静
か
に
幼
稚
園
に
戻
り
ま
す
。 

 

年
長
組
に
な
る
と
、
さ
ら
に
お
茶

の
点
て
方
と
飲
み
方
の
お
稽
古
も
加

わ
り
、
卒
園
前
の
最
後
の
お
稽
古
で

は
、
二
年
間
の
集
大
成
と
し
て
、
お

茶
会
を
い
た
し
ま
す
。
お
友
だ
ち
同

士
で
お
茶
を
出
し
合
っ
て
お
も
て
な

し
の
心
を
体
験
し
、
い
た
だ
く
時
に

は
感
謝
の
気
持
に
気
づ
き
ま
す
。
そ

の
お
茶
会
で
御
家
元
か
ら
の
お
し
る

し
を
い
た
だ
く
時
、
二
年
間
の
お
茶

の
お
稽
古
を
経
験
で
き
た
喜
び
で

し
ょ
う
か
、
皆
満
面
の
笑
顔
で
す
。

御
家
元
に
は
こ
こ
ろ
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

卒
園
し
て
六
年
生
に
な
っ
た
と
き

千
葉
県
学
校
茶
道
連
絡
協
議
会 

小
林 

宗
美
（
茶
禅
会
講
師
） 

の
同
窓
会
で
は
、
幼
稚
園
で
の
お
茶

の
お
け
い
こ
を
思
い
出
し
、
再
会
を

喜
び
な
が
ら
一
碗
を
と
も
に
し
て
い

ま
す
。 

 

御
家
元
は
「
頭
で
覚
え
た
マ
ナ
ー

や
ル
ー
ル
を
形
式
的
に
行
う
の
は

サ
ー
ビ
ス
で
、
身
に
つ
け
た
所
作
や

気
遣
い
に
よ
っ
て
自
然
体
で
行
う
の

が
お
も
て
な
し
。
」
と
導
い
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
園
児
た
ち
に
は
学
び

を
忘
れ
ず
に
い
て
ほ
し
い
と
願
っ
て

い
ま
す
。 

 

二
十
数
年
間
指
導
を
続
け
ら
れ
た

故
宮
田
宗
尚
先
生
の
後
任
と
し
て
、

私
が
受
け
継
い
で
今
年
で
三
年
目
に

な
り
ま
す
。
今
後
も
宗
尚
先
生
の
ご

遺
志
を
大
切

に
、
園
児
と

も
ど
も
精
進

し
、
茶
道
の

良
さ
を
伝
え

て
ま
い
り
た

い
と
存
じ
ま

す
。 

 

合
掌 
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日
本
の
茶
道
は
深
く
臨
済
宗
の
教
え
を
随

所
に
体
現
し
て
お
り
ま
す
。
「
わ
か
り
や
す

い
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
基
本
を
大
切
に
し
た

茶
禅
会
を
目
指
し
ま
す
。
ウ
ン
十
の
手
習
い

で
も
構
い
ま
せ
ん
、
お
寺
で
茶
道
に
親
し
ん

で
み
ま
せ
ん
か
。 

【
日
時
】 

 

毎
月
第
二
・
第
四
月
曜
日
午
前
十
時
～ 

【
会
費
】 

 

 
 

月
五
千
円 

 
 

 

（
花
園
会
員
に
は
二
千
円
補
助
） 

【
講
師
】 

 
 

裏
千
家 

小
林 

宗
美
先
生 

【
服
装
】 

 
 

白
い
靴
下
（
そ
れ
以
外
は
自
由
。
） 

【
用
意
す
る
も
の
】 

 
 

裏
千
家
用
の
扇
子
・
帛
紗
・
懐
紙 

 
 

（
茶
禅
会
で
購
入
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
） 

【
定
員
】 
 

 
 

五
～
六
名 

【
申
込
】 

 

 
 

お
寺
ま
で
ご
連
絡
を
！ 

 
 

ご
不
明
な
点
な
ど
、
何
な
り
と
お
寺
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

【
前
期
期
日
】 

 
 

【
後
期
期
日
】 

 
 

二
月
四
日 

 
 

 
 

六
月
三
十
日 

 
 

三
月
三
日 

 
 

 
 

八
月
四
日 

 
 

四
月
七
日 

 
 

 
 

九
月
一
日 

 
 

五
月
十
二
日 

 
 

 

十
月
六
日 

 
 

六
月
二
日 

 
 

 
 

十
一
月
十
日 

【
時
間
】 

 
 

午
前
十
時
～
十
二
時 

【
会
費
】 

 
 

一
期
五
回
で
、
花
園
会
員
三
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
員
外 

五
千
円 

【
講
師
】 

 
 

斉
藤 

加
代
子
先
生
・
副
住
職 

 

【
用
意
す
る
も
の
】 

 
 

小
筆
、
硯
、
墨
、
半
紙 

【
定
員
】 

 
 

二
十
名 

【
申
込
】 

 
 

お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

般
若
心
経
を
写
経
い
た
し
ま
す
。
大
き
め

な
字
で
お
手
本
が
印
刷
さ
れ
た
、
と
て
も
書

き
や
す
い
写
経
用
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。 

 

お
道
具
の
準
備
か
ら
毛
筆
の
基
礎
な
ど
も

親
切
に
ご
指
導
い
た
し
ま
す
。 

 

本
堂
に
て
参
加
者

全
員
で
般
若
心
経
を

お
読
み
し
て
、
新
命

和
尚
の
法
話
、
そ
の

後

写

経

と

な

り

ま

す
。 

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

科目 金額 備　　　考

前年度繰越金 190,885

お寺より活動費 1,450,000

行事収入 678,980 写経会、茶禅会、収穫祭、ねはん寄席、新年会、法話会参加費

雑収入 337 預金決算利息など

歳入合計 2,320,202

宗派賦課金 160,000 本山納付花園会費ほか

行事費 842,920 写経会、茶禅会、収穫祭、ねはん寄席、新年会、法話会

慶弔費 106,000 前花園会会長河西様、寺庭婦人（一周忌」、副住職就任祝い

事務費 376,298 行事案内状の印刷費・郵送料など

研修費 246,460 本山垂示式参列4名、本山役員研修会参加2名

会議費 403,107 月例役員会ほか

歳出合計 2,134,785

差し引き残額 185,417¥      は次年度繰越金としました。

令和５年度　圓福寺花園会　会計報告

歳

入

歳

出
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お
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら 

「
圓
福
寺
日
記
」 

四
月
十
六
日 

 

「 

蓮
の
設
置 

」  

   

先
日
、
香
取
市
の
樹
林
寺
さ
ん
か
ら
、 

蓮
の
株
を
分
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。  

早
速
、
圓
福
寺
で
も
蓮
の
鉢
を
作
り
ま

し
た
。
田
土
が
最
も
適
し
て
い
ま
す

が
、
残
念
な
が
ら
田
ん
ぼ
は
や
っ
て
い

な
い
の
で
、
畑
の
土
を
使
い
ま
し
た
。

畑
の
土
に
少
し
ず
つ
水
を
加
え
な
が
ら

練
り
、
そ
し
て
あ
る
程
度
の
硬
さ
に

な
っ
た
ら
、
そ
こ
に
蓮
の
根
を
横
た
わ

ら
せ
て
い
れ
る
。
そ
の
際
に
は
新
芽
が

上
に
な
る
よ
う
に
植
え
る
。
肥
料
は
化

成
肥
料
を
鉢
の
底
に
数
粒
い
れ
ま
し

た
。  

 

や
は
り
畑
の
植
物
と
違
い
、
蓮
は
泥

の
中
で
生
き
る
植
物
な
の
で
、
あ
ら
ゆ

る
手
順
が
違
い
、
泥
だ
ら
け
に
な
り
な

が
ら
植
え
替
え
ま
し
た
。 

 
 

泥
の
中
で
も
き
れ
い
に
咲
く
蓮
の
花

を
煩
悩
と
欲
に
ま
み
れ
た
我
々
の
世
界

で
あ
っ
て
も
お
悟
り
を
開
か
れ
た
お
釈

迦
様
に
例
え
て
お
釈
迦
様
の
像
は
蓮
の

上
に
坐
っ
て
い
ま
す
。  

 
つ
ら
い
困
難
な
状
況
で
も
、
我
々
の

心
は
清
ら
か
に
保
っ
て
お
き
た
い
も
の

で
す
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
掌 

 

七
月
一
日 

 
 

「 

蓮
の
開
花 
」 

  

玄
関
横
の
ハ
ス
が
開
花
し
ま
し
た
。 

咲
き
始
め
は
き
れ
い
な
薄
ピ
ン
ク
色
で

し
た
。
咲
い
て
か
ら
一
日
も
す
る
と
白

色
に
な
り
ま
し
た
。
夜
に
は
閉
じ
て
い

て
、
朝
に
な
る
と
開
花
し
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
昨
日
と
一
昨
日
の
強
風

に
よ
っ
て
大
方
の
花
び
ら
が
散
っ
て
し

ま
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
き
れ
い
な

花
を
拝
め
る
の
も
ほ
ん
の
数
日
か
と
思

う
と
儚
く
感
じ
ま
す
。 

 

実
際
に
栽
培
し
ま
す
と
、
泥
の
汚
さ
を

実
感
し
ま
し
た
。
日
が
当
た
る
と
匂
い

ま
す
し
、
ボ
ウ
フ
ラ
も
大
量
に
発
生
し

ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
蓮
は
立
派
に
花

を
咲
か
せ
ま
し
た
。
蓮
の
成
長
に
見
習

う
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
合
掌 
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山
岡
鉄
舟
居
士
の
お
母
さ
ん
の
念
持
仏
で
あ
っ
た
お
地
蔵
さ
ん
に
ち
な
ん
で
、
毎
年
開
催
さ
れ
て
き

た
「地
蔵
盆
」。
伽
藍
再
建
後
に
第
二
十
三
回
目
を
開
催
で
き
た
と
思
っ
た
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
で
中
止
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
昨
年
再
開
し
て
今
年
は
第
二
十
五
回
と
な
り
ま
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
。 

 

境
内
に
屋
台
も
出
ま
す
の
で
、
夕
涼
み
が
て
ら
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。 

午後５時   供養受付（大師堂にて） 

  ６時15分  水子・ペット・人形供養 

  ６時40分 御霊送り 

  ７時   模擬店閉店・地蔵盆終了 

子どもたちのお盆 

８月２４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 

か
き
氷 

冷
た
い
生
ビ
ー
ル 

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
、
お
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・

メ
ー
ル
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
。 


