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野
火
止
平
林
寺
第
二
十
四
世 

両
頭
共
坐
断 

八
面
起
清
風 

指
月
庵
野
々
村
玄
龍
老
大
師
御
染
筆 

「両
頭
を
共
に
坐
断
し
て 

 

八
面
、
清
風
を
起
こ
す
」 

 

善
悪
、
好
き
嫌
い
な
ど
の
分
別
を
坐
禅
で
断
ち
切
り
、

清
風
の
よ
う
に
自
由
自
在
な
生
き
方
を
す
る
。
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
自
分
自
身
を
分
別
の
窮
屈
な
檻
の
中

に
閉
じ
込
め
て
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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最
強
の
二
六
二
字
・
般
若
心
経 

「
中
道
」
の
生
活 

第
六
回 

 

般
若
心
経
の
解
説
の
第
六
回
で
あ
り
ま

す
。
今
回
は 

 

無
無
明
亦
無
無
明
尽  

乃
至
無
老
死
亦
無
老
死
尽 

苦
集
滅
道 

 

を
解
説
い
た
し
ま
す
。
般
若
心
経
で

は
お
釈
迦
様
が
お
悟
り
に
な
ら
れ
た
時

に
得
ら
れ
た
考
え
も
、
「
実
体
の
無
い

も
の
だ
！
」
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し

か
し
そ
こ
に
は
二
五
〇
〇
年
も
の
人
類

の
進
化
と
共
に
仏
教
も
変
化
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
結
局
は
お
釈
迦
様
が

お
悟
り
に
な
っ
た
「
中
道
」(

ち
ゅ
う
ど

う)

と
い
う
考
え
に
還
元
と
い
う
形
で

解
説
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 
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お
寺
の
必
需
品
で
あ
る
ロ
ー
ソ
ク
。
無

明
で
煩
悩
だ
ら
け
の
私
た
ち
の
心
を
明

る
く
照
ら
し
て
く
だ
さ
る
大
切
な
も
の

で
す
。
こ
の
ロ
ー
ソ
ク
の
燃
え
残
り
が

お
寺
に
は
沢
山
あ
る
の
で
す
が
、
捨
て

る
に
は
も
っ
た
い
な
く
、
何
か
い
い
利

用
方
法
は
な
い
か
と
何
年
間
か
放
置
し

て
お
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
よ
う
な
中
、
畑
の
片
隅
に
ミ
ン
ト

が
大
量
に
育
ち
始
め
ま
し
た
の
で
、
こ

れ
を
利
用
し
て
ア
ロ
マ
キ
ャ
ン
ド
ル
を

作
っ
て
み
て
は
ど
う
か
と
考
え
、
早
速

作
製
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。 

 

作
製
方
法
は
ロ
ー
ソ
ク
の
芯
を
除
い

て
砕
い
て
湯
煎
を
し
て
、
ア
ロ
マ
オ
イ

ル
を
入
れ
て
固
め
れ

ば
完
成
と
い
う
シ
ン

プ
ル
な
も
の
で
す
。

畑
の
ミ
ン
ト
を
ア
ロ

マ
オ
イ
ル
に
し
よ
う

と
し
た
と
こ

ろ
、
量

が

全

く

足

り
ず
、

使
う
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん

で

し

た

の

で
、
通

販

で

購
入
し
た
も

の
を
使
い
ま
し
た
。 

 

湯
煎
し
た
ロ
ー
ソ
ク
に
ク
レ
ヨ
ン
を

入
れ
る
こ
と
で
様
々
な
色
を
出
す
こ
と

が
で
き
、
カ
ラ
フ
ル
な
見
た
目
に
な
り

ま
し
た
。
調
べ
る
と
、
作
り
方
を
工
夫

す
れ
ば
も
っ
と
面
白
い
霧
の
よ
う
な
模

様
だ
っ
た
り

幾
何
学
的
な

模
様
が
出
る

の
だ
と
か
、

他
に
も
の
太

さ
に
よ
っ
て

香
り
方
も
変

わ

っ

た

り

と
、
単

純

か

と
思
わ
れ
た

ア
ロ
マ
キ
ャ

ン
ド
ル
作
り

で
も
実
は
奥
が
深
い
ん
で
す
ね
・・・ 

 

火
を
つ
け
て
み
る
と
ロ
ー
ソ
ク
自
体

の
香
り
も
し
ま
す
が
、
爽
や
か
な
ペ

パ
ー
ミ
ン
ト
の
香
り
に
包
ま
れ
て
と
て

も
気
持
ち
が
清
々
し
く
な
り
ま
し
た
。 

 

早
速
幼
稚
園
の
バ
ザ
ー
で
皆
さ
ん
に

お
出
し
し
よ
う
と
、
先
生
方
に
売
値
を

つ
け
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
三
百
円
の

値
段
が
付
き
ま
し
た
。
原
価
を
計
算
す

る
と
、
ロ
ー
ソ
ク
は
タ
ダ
で
し
た
が
、
ア

ロ
マ
オ
イ
ル
と
コ
ッ
プ
が
値
を
張
り
、

原
価
は
な
ん
と
約
三
百
円
！ 

 

 

利
益
こ
そ
出
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お

寺
で
残
っ
た
ロ
ー
ソ
ク
を
有
効
活
用
で

き
た
と
考
え
れ
ば
、
よ
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
ま
だ
数
は
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
は
お
声
か
け
く
だ
さ
い
。  

 
 

 
 

  
 

ア
ロ
マ
キ
ャ
ン
ド
ル 

 
 

作
製
し
て
み
ま
し
た 

残ったローソク 

作製したアロマキャンドル 

湯煎中のローソク 



圓福寺報                                第９2号 

8 

読
者
か
ら
の
お
た
よ
り
（
４/

15
） 

市
原
市 

村
上 

一
郎
さ
ん 

 

満
開
の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
も

こ
こ
数
日
の
風
雨
で
葉
桜
と

な
り
ま
し
た
が
、
春
の
到
来

は
嬉
し
い
も
の
で
す
。 

 

突
然
お
手
紙
を
差
し
上
げ

ま
す
が
、
私
は
昨
年
七
月
、

母
の
初
盆
供
養
、
今
年
三
月

に
一
周
忌
を
執
り
行
っ
て
い

た
だ
い
た
、
市
原
市
の
村
上

一
郎
と
申
し
ま
す
。
そ
の
際

は
誠
に
お
せ
わ
に
な
り
ま
し

た
。
菩
提
寺
は
九
州
久
留
米

の
梅
林
寺
と
い
う
遠
隔
地
に

あ
り
ま
す
の
で
、
近
く
に
妙

心
寺
派
の
よ
い
お
寺
が
見
つ

か
り
、
大
変
安
堵
し
て
お
り

ま
す
。 

 
と
こ
ろ
で
、
本
日
、
四
月

十
五
日
発
行
の
圓
福
寺
報
を

拝
受
致
し
ま
し
た
。
充
実
し

た
紙
面
作
り
を
さ
れ
て
お

り
、
感
心
し
な
が
ら
毎
回
読

ま
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
今
号
は
慶
山
禅
士
得
度

式
の
様
子
が
写
真
入
り
で
詳

し
く
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
普

段
見
聞
す
る
こ
と
の
な
い
得

度
の
儀
式
の
様
子
や
、
初
行

脚
の
様
子
な
ど
を
初
め
て
具

体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き

て
、
と
て
も
興
味
深
い
記
事

で
し
た
。 

 

ま
た
、
毎
回
連
載
さ
れ
て

い
る
「
般
若
心
経
講
義
」
も

た
い
へ
ん
面
白
く
拝
読
し
て

お
り
ま
す
。
経
文
の
ひ
と
ま
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と
ま
り
ご
と
の
開
設
は
と
て

も
丁
寧
で
、
わ
か
り
や
す
い

例
え
や
、
実
践
に
結
び
つ
く

提
言
な
ど
、
な
る
ほ
ど
と
思

わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
り

ま
す
。
世
間
に
は
般
若
心
経

の
解
説
本
が
色
々
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
に
引
け
を
取
ら
な

い
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま

す
。
副
住
職
が
ご
担
当
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ

か
ら
も
楽
し
み
で
す
。 

 

菩
提
寺
の
梅
林
寺
か
ら
は

毎

月
、
妙

心

寺

の

伝

道

誌

「
花
園
」
が
送
付
さ
れ
て
き

ま
す
。
最
近
入
手
し
た
四
月

号

の
「
お

か

げ

さ

ま
」
の

ペ
ー
ジ
に
、
ご
住
職
の
お
名

前
が
あ
り
驚
か
さ
れ
ま
し

た
。
達
意
の
文
章
で
、
サ
ッ

カ
ー
選
手
の
ア
ル
シ
ン
ド
さ

ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
上

げ

て
、
「
仏

道

無

上

誓

願

成
」
を
解
説
さ
れ
て
お
り
ま

し
た
。
こ
ち
ら
も
や
は
り
、

実
践
の
だ
い
じ
な
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
ね
。 

 

と
い
う
わ
け
で
、
圓
福
寺

発
の
す
ぐ
れ
た
文
章
に
感
心

し
て
、
一
筆
啓
上
申
し
上
げ

た
次
第
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。 

 

住
職
が
寄
稿
し
た
妙
心
寺
伝
道
誌

「
花
園
」
で
す
。 

 

残
部
少
々
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
に
差
し
上
げ
ま
す
。
御
一

報
く
だ
さ
い
。 
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前
号
で
ご
紹
介
し
た
「
庭
詰
」

「
旦
過
詰
」
と
い
う
五
日
間
の
入
門

試
験
を
終
え
、
四
月
九
日
付
で
よ
う

や
く
雲
水
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。 

 

起
き
て
半
畳
寝
て
一
畳
と
い
わ
れ

る
場
所
「
単
」
が
与
え
ら
れ
、
そ
の

上
に
は
、
「
単
標
」
と
い
わ
れ
る
名

札
が
掛
け
ら
れ
ま
す
。
玄
関
に
は
新

し
く
掛
搭
し
た
雲
水
を
紹
介
す
る
札

が
張
り
出
さ
れ
ま
す
。
新
参
の
雲
水

の
こ
と
を
「
新
到
」
と
い
い
、
し
ば

ら
く
の
間
は
「
シ
ン
ト
ー
さ
ん
、
シ

ン
ト
ー
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
ま

た
、
道
場
で
は
僧
名
の
下
一
文
字
で

呼
ば
れ
ま
す
の
で
、
僧
名
「
慶
山
」

玄
関
に
張
り
出
さ
れ
た
新
到(

し
ん
と
う)

さ
ん
紹
介
の
札 

【
掛
搭
】
行
脚
の
旅
を
終

え
、
道
場
に
身
を
預
け
る

こ
と
。
道
中
か
ぶ
っ
て
い

た
網
代
傘
を
、
道
場
の
決

め
ら
れ
た
場
所
に
掛
け
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に

言
わ
れ
ま
す
。 

慶
山
禅
士
掛
搭

か

と
う 

令
和
七
年
四
月
九
日 

京
都
圓
福
寺
参
堂 

だ
と
、
「
山
さ
ん
」
（
サ
ン
さ
ん
）

と
呼
ば
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、
「
宗

格
」
な
ら
「
カ
ク
っ
さ
ん
」
、
「
宗

耕
」
な
ら
「
コ
っ
さ
ん
」
と
な
り
ま

す
。 

 

四
月
に
入
門
し
た
「
サ
ン
さ
ん
」

は
、
典
座(

て
ん
ぞ)

寮
と
い
う
食
事
係

に
配
属
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
修
行
道

場
の
料
理
の
ル
ー
ル
は
特
別
な
も
の

な
の
で
、
数
あ
る
部
署
の
中
で
も
一

番
過
酷
と
い
っ
て
も
い
い
部
署
で
す

が
、
日
々
一
生
懸
命
に
修
行
に
励
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

 

五
月
に
は
集
中
坐
禅
期
間
の
「
大

接

心
」
（
お

お

ぜ

っ

し

ん
）
が

あ

り
、
そ
の
最
初
の
山
場
を
超
え
、
ひ

と
ま
ず
は
一
安
心
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
す
。 

 

六
月
、
七
月
、
八
月
と
大
接
心

が
あ
る
の
で
す
が
、
京
都
の
八
月

は
あ
ま
り
に
も
酷
暑
な
の
で
、
八

月
の
大
接
心
を
六
月
の
大
接
心
と
合

わ
せ
て
、
十
二
日
間
に
も
及
ぶ
大
接

心
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
果
た
し

て
、
酷
暑
対
策
が
雲
水
に
と
っ
て
吉

な
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
が
、
な

ん
と
か
乗
り
越
え
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
引
き
続
き
皆
さ
ん
で
「
サ
ン
さ

ん
」
の
修
行
を
心
の
中
で
応
援
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

     

妙
心
寺
派
に
は
、
大
本
山
妙
心
寺
発
行
の

「
托
鉢
免
許
証
」
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

托
鉢
を
す
る
時
に
携
行
す
る
も
の
で
、
妙
心

寺
派
僧
侶
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
木
札
で

す
。 

 

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
引
き
揚
げ
て
き
た

人
の
中
で
、
お
坊
さ
ん
の
格
好
を
し
て
、
托

鉢
と
称
し
て
物
乞
い
を
す
る
ニ
セ
坊
主
が
横

行
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
お

ま
わ
り
さ
ん
に
職
務
質
問
さ
れ
た
と
き
に
、

こ
の
托
鉢
免
許
証
を
見
せ
て
僧
侶
で
あ
る
こ

と
を
身
分
証
明
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
（
縦
十
六
㎝×

横
三
・
七
㎝×

厚
さ

〇
・
七
㎝
。
裏
に
、
僧
名
・
所
属
寺
院
・
生

年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
） 
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4巡目 

スタート 

四国あるき遍路の旅 

■
圓
福
寺
あ
る
き
遍
路
の
概
要
■ 

 

【
日
程
】
毎
年
二
月
と
十
一
月
の
年
二
回
。 

 
 
 
 

金
・
土
・
日
の
二
泊
三
日
。 

 

【
旅
程
】 

 
 

 

飛
行
機
に
て
四
国
に

渡
り
、
公
共
交
通
機
関

を
使
っ
て
札
所
近
く
ま

で
移
動
。
こ
こ
か
ら
は

基
本
的
に
歩
き
と
な
り

ま
す
。
三
日
間
の
歩
く

距
離
は
四
十
～
五
十
㎞
ほ
ど
で
す
。
途
中

歩
く
の
が
難
し
く
な
っ
た
ら
タ
ク
シ
ー
を

利
用
し
て
頂
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。 

 
 

 

宿
泊
は
遍
路
宿
や
宿
坊
を
考
え
て
い
ま

す
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
な
ど
を
利
用
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 
 

 

三
日
目
の
札
所
を
お
参
り
し
終
え
た

ら
、
最
寄
り
の
空
港
か
ら
帰
路
に
つ
き
ま

す
。 

 
 

 

こ
の
旅
程
を
繰
り
返
し
て
結
願
ま
で
七

～
八
年
か
か
る
予
定
で
す
。 

 

【
参
加
費
】
一
回
二
泊
三
日
で
五
～
六
万
円
位 

 
 
 
 
 

航
空
券
・
宿
泊
代
ほ
か 

（
花
園
会
員
に
は
二
千
円
の
補
助
。
） 

※
ご
不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 圓福寺の年中行事となった「四国あるき遍路の旅」も、１巡目第

１回から数えること２４年。今秋から４巡目がスタートします。 

 ４巡目からは副住職が先達を務め、若い感覚で、これまでとは

違った視点での歩き遍路になるかと思います。１番から歩きはじめ

るこの機会に、思い立ったが吉日！挑戦してみませんか。 

4巡目 四国あるき遍路の旅 

第１回 

 

い
よ
い
よ
四
巡
目
、
こ
の
秋
か
ら
七
～

八
年
の
長
旅
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
つ
き
ま

し
て
は
、
左
記
の
通
り
、
参
加
者
を
募
集

い
た
し
ま
す
。 

 

【
日
程
】
十
一
月
十
四
日
（
金
） 

 
 
 
 
 
 
 

～
十
六
日
（
日
） 

 

【
旅
程
】 

 

【
第
１
日
】
徳
島
空
港
か
ら
バ
ス
で
１
番
霊

山
寺
前
ま
で
移
動
し
て
、
お
遍
路
が
始

ま
り
ま
す
。
６
番
安
楽
寺
ま
で
歩
い

て
、
宿
坊
泊
。
歩
く
距
離
は
約
12
㎞
。 

 

 

【
第
２
日
】
６
番
か
ら
10
番
切
幡
寺
ま
で

歩
い
て
、
徳
島
に
戻
っ
て
宿
泊
。
歩
く

距
離
は
約
20
㎞
。 

 

【
第
３
日
】
路
線
バ
ス
で
13
番
大
日
寺
門

前
ま
で
移
動
し
て
、
13
番
か
ら
17
番
井

戸
寺
ま
で
お
参
り
し
て
、
徳
島
空
港
か

ら
帰
路
歩
く
距
離
は
約
10
㎞
。 

 

【
参
加
費
】 

五
万
円
前
後 

 

【
申
込
】
航
空
券
手
配
の
都
合
で
、
お

申
し
込
み
は
八
月
末
日
ま
で
に
お

願
い
し
ま
す
。 

 
 

 

ご
不
明

な
点
は
お

問
い
合
わ

せ
く
だ
さ

い
。 
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今
年
も
七
月
・
八
月
に
お
盆
の
お
参
り

（
棚
経
）
に
た
く
さ
ん
の
お
宅
に
う
か
が

わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
圓
福
寺
の
住
職

と
副
住
職
に
加
え
て
、
五
人
の
和
尚
さ
ん

方
に
お
手
伝
い
を
お
願
い
し
て
お
り
ま

す
。
ど
の
方
も
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
い
い

お
坊
さ
ん
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
皆
様

に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
「
今
年
は
ど
ん
な
方
が
来
る
の
か

な
ー
」
と
お
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。 

金龍寺さん 

寺
院
名 

金
龍
寺(

き
ん
り
ゅ
う
じ
） 

 
 

 

台
東
区
寿
二
丁
目
一
〇
番
地
四
号  

 
 

 
 

 
 僧

名 並
木
泰
淳(

な
み
き
た
い
じ
ゅ
ん
）
四
二
歳 

 

略
歴 

 
 

  

東
京
生
ま
れ
、
学
習
院
大
学
法
学
部
卒
業
、
平

林
僧
堂
に
て
修
行
、
現
在
金
龍
寺
住
職
・
妙
心

寺
派
東
京
禅
セ
ン
タ
ー
主
任
・
妙
心
寺
派
布
教

師
・
浅
草
仏
教
会
理
事
長 

 
 寺

院
略
歴 

 

徳
川
家
康
の
長
女
亀
姫
が
開
基
、
南
傳
宗
涌

禅
師
を
開
山
に
迎
え
て
、
慶
長
十
六
年
に
現
在

の
八
丁
堀
に
創
建
、
寛
永
十
二
年
に
現
在
の
浅

草
寺
雷
門
近
く
の
浅
草
寿
町
に
移
転
。
法
話
・

坐
禅
会
・
会
社
研
修
な
ど
を
開
催
。 

月洲寺さん 

寺
院
名 

月
洲
寺
（
げ
っ
し
ゅ
う
じ
） 

 
 

 

台
東
区
竜
泉
二
‐
一
五
‐
一
一   

 
 僧

名 河
又
宗
道(

か
わ
ま
た
そ
う
ど
う
）
四
三
歳 

 

略
歴 

 
 

  

駒
澤
大
学
卒
業
、
虎
渓
山
僧
堂
に
て
修
行
、
元

南
禅
寺
法
務
部
部
員
、
月
洲
寺
住
職
、
臨
済
宗

連
合
各
派
布
教
師
、
臨
済
会
広
報
部
、w

eb

マ

ガ
ジ
ン
禅
人 

 

寺
院
略
歴 

 

江
戸
時
代
の
初
め
明
暦
元
年(

一
六
五
一)

程
に

最
岳
元
良
和
尚
が
創
立
。
江
戸
辦
財
天
百
社
参

り
の
七
十
二
番
札
所
と
し
て
皆
様
に
親
し
ま
れ

て
い
た
。
日
光
街
道
を
歩
く
将
軍
の
脚
を
休
め

る
場
所
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。 
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圓光寺さん 

寺
院
名 

圓
光
寺(

え
ん
こ
う
じ
） 

 
 

 

台
東
区
寿
二
丁
目
一
〇
番
地
四
号  

 
 

 
 

 
 僧

名 中
山
宗
祐(

な
か
や
ま
そ
う
ゆ
う
） 

四
〇
歳  

 

略
歴 

 
 

  

平
林
寺
専
門
道
場
に
て
三
年
間
修
行
、
圓
光
寺

副
住
職  

 

寺
院
略
歴 

 

愚
堂
東
寔
禅
師
の
弟
子 

東
峯
琢
禅
師
が
開
山

と
な
り
、
開
基
と
な
る
周
足
院
月
相
一
円
を
追

福
す
る
た
め
に
元
禄
一
二
年(

一
六
九
九)

創
建
。

江
戸
時
代
か
ら
「
藤
寺
」
と
し
て
浮
世
絵
や
江

戸
名
所
圖
會
な
ど
に
紹
介
さ
れ
る
。 

樹林寺さん 

 

寺
院
名 

樹
林
寺(

じ
ゅ
り
ん
じ
） 

 
 

 

香
取
市 

五
郷
内
二
〇
六
三  

 
 

 
 

 
 僧

名 西
脇
嘉
隆(

に
し
わ
き
か
り
ゅ
う
） 

三
二
歳 

 

略
歴 

 
 

  

京
都
花
園
大
学
卒
業
、
岐
阜 

伊
深
正
眼
寺
専

門
道
場
に
て
三
年
間
修
行
、
現
在
樹
林
寺
住
職  

 

寺
院
略
歴 

 

大
治
年
中(

一
一
二
六
年
頃)

千
葉
介
平
常
重

の
夢
枕
の
お
告
げ
に
よ
り
建
立
。
江
戸
時
代
に

徳
川
綱
吉
の
母
、
桂
昌
院
の
命
に
よ
り
樹
林
寺

の
秘
仏
の
夕
顔
観
音
が
江
戸
城
で
百
日
間
の
ご

開
帳
さ
れ
た
。  

 
 

泉福寺さん 

 

寺
院
名 

泉
福
寺(

せ
ん
ぷ
く
じ
） 

 
 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
鉢
形
六
一
七   

 
 

 
 

 
 僧

名 三
谷
方
典(

み
た
に
ほ
う
て
ん
） 

三
五
歳 

 

略
歴 

 
 

  

和
歌
山
生
ま
れ
、
相
愛
大
学
卒
業
、
圓
福
寺

専
門
道
場
に
て
修
行
、
泉
福
寺
副
住
職   

 

寺
院
略
歴 

 

開
山
は
特
賜
大
寂
真
応
国
師
了
然
法
明
禅

師
、
後
深
草
天
皇
の
勅
願
寺
と
し
て
創
建
。 

天
正
の
乱
の
際
に
焼
失
し
た
も
の
の
、
鉢
形
城

主
北
条
氏
邦
の
家
臣
萩
原
勘
七
昌
久
が
泉
福
寺

再
興
の
願
を
立
て
再
建
さ
れ
た
。 
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山
に
入
る
な
り
、
す
ぐ
に
タ
ケ
ノ

コ
が
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
日
当
た

り
が
良
い
所
の
タ
ケ
ノ
コ
は
固
い
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
竹
林
整
備
も
兼

ね
て
、
ひ
と
ま
ず
収
穫
。 

 

タ
ケ
ノ
コ
の
掘
り
方
も
コ
ツ
が
あ

り
ま
す
。
タ
ケ
ノ
コ
の
頭
の
向
き
を

見
て
、
竹
の
根
か
ら
切
り
取
る
よ
う

に
鍬
を
入
れ
ま
す
。
綺
麗
な
タ
ケ
ノ

コ
を
取
る
に
は
工
夫
が
要
り
ま
す
。 

圓福寺住職の修行時代の仲間のお寺 

400年の歴史があり、千葉氏にゆかりがある 

 

四
月
の
土
曜
会
は
香
取
市
の
清
宝
院

(

せ
い
ほ
う
い
ん)

さ
ん
の
裏
山
に
て
タ

ケ
ノ
コ
堀
り
で
し
た
。
清
々
し
い
春
の

陽
気
の
空
の
下
、
た
く
さ
ん
の
タ
ケ
ノ

コ
を
収
穫
し
、
清
宝
院
さ
ん
の
奥
様
に

よ
る
タ
ケ
ノ
コ
料
理
を
堪
能
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

報告版 

清宝院 
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タ
ケ
ノ
コ
掘
り
の
あ
と
は
清
宝
院

さ
ん
の
奥
様
の
タ
ケ
ノ
コ
料
理
。
木

の
芽
和
え
、
煮
物
、
筍
ご
飯
や
お
吸

い
物
、
筍
料
理
の
他
に
も
フ
キ
な
ど

の
季
節
の
野
菜
を
使
っ
た
料
理
が
並

ん
で
お
り
、
ど
れ
も
と
て
も
お
い
し

く
い
た
だ
き
ま
し
た
。
清
宝
院
の
皆

様
に
は
頭
が
上
が
ら
な
い
思
い
で

す
。 

 

今
年
の
タ
ケ
ノ
コ
は
豊
作
で
、
ど

な
た
も
た
く
さ
ん
取
ら
れ
て
お
り
ま

し
た
。
簡
単
に
た
く
さ
ん
収
穫
出
来

て
と
て
も
楽
し
く
取
れ
ま
す
。
お
ま

け
に
竹
林
整
備
に
も
つ
な
が
る
と
考

え
る
と
一
石
二
鳥
の
楽
し
み
で
す
。

う
っ
か
り
取
り
す
ぎ
る
と
持
ち
帰
れ

な
く
な
る
の
で
ご
注
意
を
。 

 

竹
冠
に
旬
と
書
い
て
「筍
」。
お
料
理

だ
け
で
な
く
、
春
の
清
々
し
い
野
山
の

空
気
を
感
じ
る
事
が
で
き
、
舌
だ
け
で

な
く
、
身
体
全
体
で
旬
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
と
て
も
い
い
春
を
迎

え
ら
れ
、
い
い
年
に
な
り
そ
う
で
す
。

ま
た
来
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。 
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小
林
先
生
よ
り 

 
  

平
素
は
茶
禅
会
の
活
動
に
つ
き

ま
し
て
、
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
り

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
の
度
裏
千
家
学
園
茶
道
専
門

学
校
に
て
茶
道
に
つ
い
て
学
び
た

く
、
令
和
七
年
八
月
か
ら
令
和
八

年
八
月
ま
で
の
一
年
間
、
茶
禅
会

は
お
休
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
学
園
は
京
都
の
裏
千
家
御
家

元
に
直
属
す
る
国
内
唯
一
の
茶
道

研
鑽
・
研
修
の
た
め
の
専
門
学
校

で
す
。
一
年
間
の
修
練
に
お
い
て

知
識
を
深
め
、
技
を
磨
き
、
そ
し

て
一
人
で
も
多
く
の
人
に
茶
道
を

身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
、
茶
禅
会
に
活
か
し
た
い
と
存

じ
ま
す
。
何
か
と
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
て
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん

が
、
今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
   

小
林 

宗
美 

 

安
藤
美
里
先
生
ご
指
導
の
ヨ
ガ
教
室
は

去
る
三
月
に
閉
講
致
し
ま
し
た
が
、
新
し

い
講
師
の
先
生
が
見
つ
か
り
、
令
和
七
年

九
月
よ
り
、
新
た
な
ヨ
ガ
の
教
室
を
開
催

予
定
で
す
。
曜
日
や
時
間
に
関
し
て
は
現

在
調
整
中
で
す
が
、
普
段
お
仕
事
を
さ
れ

て
い
る
方
々
で
も
参
加
し
や
す
い
時
間
に

な
る
予
定
で
す
。
何
名
か
の
ヨ
ガ
の
先
生

が
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
毎
度
テ
イ
ス
ト

の
違
う
楽
し
み
方
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
を
機
に
ヨ
ガ
を
始
め
て
み
ま
せ

ん
か
？ 

 

詳
細
は
後
日
、
ご
案
内
を
お
送
り
す
る

予
定
で
す
の
で
、
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 

 

毎
月
二
回
開
催
さ
れ
て
お
り

ま
し
た
、
小
林
宗
美
先
生
に
よ

る
茶
道
教
室
「
茶
禅
会
」
で
す

は
、
小
林
先
生
の
京
都
の
裏
千

家
学
園
茶
道
専
門
学
校
入
学
に

伴
い
、
一
年
間
の
休
会
と
な
り

ま
す
。 

 

裏
千
家
学
園
の
研
究
科
と
い

う
上
級
者
向
け
の
レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
コ
ー
ス
に
進
学
さ
れ
、
一
年

間
京
都
に
在
住
し
て
研
鑽
さ
れ

ま

す
。
研

究

科

修

了

後

は
、

「
茶

禅

会
」
も

再

開

予

定

で

す
。 
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令和７年４月～７月期 

お寺と和尚の日録抄 
７
月

６
月

５
月

４
月

１
４
日

1
3
～

1
5
日

１
０
日

６
日

２
９
日

２
６
日

２
3
日

2
１
日

１
４
日

1
２
日

９
日

７
日

２
日

１
日

２
６
日

2
４
日

２
２
日

１
９
日

1
６
日

1
３
日

1
2
日

１
１
日

１
０
日

９
日

８
日

６
～

７
日

２
８
日

2
6
日

２
４
日

２
４
日

2
0
日

1
9
日

1
4
日

茶
禅
会

(

茶
道
教
室

)

七
月
棚
経

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

山
門
施
餓
鬼

写
経
会

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

岩
手
大
安
寺
小
祥
忌
　
　
住
職

茶
禅
会
（

茶
道
教
室
）

土
曜
会
「

四
国
遍
路
を
語
る
会
」

幼
稚
園
、

一
年
生
同
窓
会
　
於
市
原
別
院

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

茶
禅
会
（

茶
道
教
室
）

「

禅
の
智
慧
講
座
」

於
恵
林
寺
　
副
住
職
出
頭

幼
稚
園
、

年
中
組
市
原
春
た
ん
け
ん

写
経
会

茶
禅
会
（

茶
道
教
室
）

第

四

回
「

禅
の
智
慧
講
座
」

　
副
住
職
出
頭

土
曜
会
「

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ラ
」

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

幼
稚
園
、

年
長
組
市
原
春
た
ん
け
ん

幼
稚
園
会
計
決
算
監
査

坐
禅
体
験
会
　
　
副
住
職

茶
禅
会
（

茶
道
教
室
）

写
経
会

第
三
回
「

禅
の
智
慧
講
座
」

　
副
住
職
出
頭

幼
稚
園
、

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「

Ｑ
園
隊
」

幼
稚
園
、

花
ま
つ
り

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

八
幡
圓
福
僧
堂
接
心
　
副
住
職

茶
禅
会
（

茶
道
教
室
）

土
曜
会
　
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
　
於
香
取
清
宝
院

八
幡
圓
福
僧
堂
ご
挨
拶
　
　
住
職

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

八
幡
圓
福
僧
堂
万
人
講
加
担
　
副
住
職

第
二
回
「

禅
の
智
慧
講
座
」

　
副
住
職
出
頭

茶
禅
会
（

茶
道
教
室
）

科目 金額 備　　　考

前年度繰越金 185,417

お寺より活動費 1,475,000

行事収入 743,010 写経会、禅童会、地蔵盆、涅槃寄席、新年会ほか各種行事参加費

雑収入 270 預金決算利息など

2,403,697

宗派賦課金 160,000 本山納付花園会費

行事費 959,065 写経会、茶禅会、仏教シアター、禅童会、四国あるき遍路ほか各種行事

慶弔費 36,500 前霊桃寺住職、前花園会役員菅野光夫さん（供花）

事務費 371,585 行事案内印刷費郵送費、事務謝礼

旅費交通費 273,616 前霊桃寺住職通夜・本葬役員交通費

研修費 27,660 霊桃寺本葬参加時の研修費

会議費 247,350 月例役員会ほか

2,075,776

差引残高 327,921¥    は次年度繰越金としました。

令和6年度　圓福寺花園会　会計報告

歳

出

歳

入

歳出合計

歳入合計

令和６年４月１日～令和７年３月３１日
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【
期
日
】 

 
 

 

 
 

八
月
三
日 

 
 

九
月
七
日 

 
 

十
月
五
日 

 
 

十
一
月
九
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
・
住
職 

 

【
用
意
す
る
も
の
】 

 
 

小
筆
、
硯
、
墨 

※
初
心
者
は
不
要 

【
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
。 

予
告 

 

十
月
六
日
（
月
）
～
七
日
（
火
） 

 
 

 
 

一
泊
二
日 

 

武
蔵
野
の
古
刹 

「
平
林
寺
」
を
訪
ね
て 

  

埼
玉
県
新
座
市
に
あ
る

平
林
寺
は
、
今
な
お
武
蔵

野
の
面
影
を
残
す
、
臨
済

宗
妙
心
寺
派
の
専
門
道
場

で
す
。
住
職
が
修
行
し
た

道
場
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

圓
福
寺
か
ら
マ
イ
ク
ロ

バ
ス
で
お
参
り
に
出
か
け

た
い
と
思
い
ま
す
。
詳
細

は
、
改
め
て
ご
案
内
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

こ
の
集
ま
り
は
、
圓
福
寺
に
ご
縁
の
あ
る

人
が
、
各
種
体
験
や
参
拝
旅
行
な
ど
を
し
な

が
ら
懇
親
・
談
笑
す
る
自
由
空
間
で
す
。 

 

坐
禅
を
や
っ
て
み
た
い
！
で
も
む
ず
か
し

そ
う
だ
な
ぁ
、
と
思
っ
て
い
る
方
に
、
初
心

者
向
け
の
「
坐
禅
体
験
会
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。 

【
期
日
】
原
則
と
し
て
毎
月
第
二
火
曜
日 

【
時
間
】
午
後
七
時
～
八
時 

【
内
容
】
坐
禅
の
説
明
・
坐
禅
体
験
・
茶
話

会
（
抹
茶
と
お
菓
子
） 

【
服
装
】
体
を
締
め
付
け
な
い
動
き
や
す
い 

 
 

 
 

服
装
（
着
替
え
る
場
所
あ
り
。
） 

【
定
員
】
約
十
名 

【
費
用
】
五
百
円 

【
申
込
】
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 



圓福寺報                                第９2号 

19 

お
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら 

「
圓
福
寺
日
記
」 

令
和
七
年
四
月
十
八
日 

こ
ん
に
ち
は 

 

お
彼
岸
が
過
ぎ
、
春
の
気
候
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。
お
墓
で
は
枯
れ
た
お
花
を
回
収
し

て
い
る
の
で
す
が
、
い
つ
も
は
畑
の
穴
に

埋
め
て
お
り
ま
し
た
。  

枯
れ
た
花
の
有
効
活
用
す
る
す
べ
を
考
え

た
と
こ
ろ
、
畑
の
腐
葉
土
も
欲
し
い
と
い

う
こ
と
で
、
コ
ン

ポ
ス
ト
を
設
置
し

ま
し
た
。 

畑
の
片

隅
に
置
い
て
あ
り

ま
す
。 

お
墓
の
枯
れ
た
お

花
や
生
ご
み
を
入

れ
て
、
畑
に
腐
葉

土
と
し
て
蒔
く
予
定
で
す
。 

皆
さ
ん
が
お
供
え
し
た
お
花
が
、
い
づ
れ

は
畑
の
土
と
な
り
、
そ
の
土
で
育
て
ら
れ

た
大
根
が
、
お
施
餓
鬼
や
お
彼
岸
の
け
ん

ち
ん
汁
と
し
て
皆
様
の
も
と
に
お
届
け
で

き
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

禅
語
に 

「
一
粒
粟
中
に
世
界
を
蔵
す
」  

 
 
 
 
 

 
 

(

い
ち
り
ゅ
う
ぞ
く
ち
ゅ
う
に 

 

 
 

 
 

 

せ
か
い
を
ぞ
う
す) 

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。 

一
粒
の
粟
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
粟
に
な
る

た
め
に
は
た
く
さ
ん
の
ご
縁
が
あ
っ
て
よ

う
や
く
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
す
。 

粟
の
畑
が
無
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
し
、  

太
陽
が
無
け
れ
ば
育
ち
ま
せ
ん
、  

 
 

水
が
無
け
れ
ば
育
ち
ま
せ
ん
、  

 
 
 

人
の
手
が
無
け
れ
ば
育
ち
ま
せ
ん
、  

 

精
製
す
る
人
の
力
が
な
け
れ
ば
有
り
ま
せ

ん
、 

こ
の
よ
う
に
様
々
な
環
境
や
、
人
の
手
に

よ
っ
て
よ
う
や
く
一
粒
の
粟
と
な
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
一
粒
の
粟
の

中
に
は
太
陽
や
水
や
人
だ
け
で
な
く
、

も
っ
と
広
い
意
味
で
、
世
界
全
体
と
い
う

情
報
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。 

そ
れ
が
「
一
粒
粟
中
に
世
界
を
蔵
す
」
と

い
う
言
葉
で
す
。 

普
段
、
何
気
な
く
食
べ
る
食
事
の
一
口
一

口
に
も
も
ち
ろ
ん
世
界
全
体
が
入
っ
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
彼
岸
や
お
施
餓

鬼
で
用
意
す
る
け
ん
ち
ん
汁
に
も
。
注
意

深
く
見
る
と
、
食
材
の
中
に
は
広
大
な
世

界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 

合
掌 

一
粒
粟
中
に 

 

世
界
を
蔵
す 
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お
泊
り
保
育
や
、
子

ど
も
た
ち
の
坐
禅
会

「
禅
童
会
」
の
仕
度

や
ら
で
忙
し
く
て
、

と
っ
て
も
コ
ロ
ッ
ケ

を
作
る
時
間
な
ん
て
・
・
・
と
思
っ
て
い

た
ら
、
一
日
だ
け
コ
ロ
ッ
ケ
作
り
に
時
間

を
取
れ
る
日
が
で
き
ま
し
た
。
急
遽
、
コ

ロ
ッ
ケ
作
る
ぞ
ー
と
雄
た
け
び
を
上
げ

て
、
コ
ロ
ッ
ケ
作
り
に
没
頭
し
た
の
で
し

た
。
う
～
ん
、
１
５
０
個
ほ
ど
、
大
変
で

し
た
。 

 

さ
て
、
じ
ゃ
が
い
も
を
掘
り
上
げ
た
畑

の
反
対
側
に
は
、
年
長
さ
ん
が
植
え
た
大

豆
が
育
ち
、
そ
の
隣
に
は
Ｑ
園
隊
で
植
え

た
さ
つ
ま
い
も
が
順
調
に
葉
っ
ぱ
を
茂
ら

せ
て
い
ま
す
。
が
、
が
、
で
す
。
７
月
に

Ｑ
園
隊
が
な
か
っ
た
せ
い
で
、
大
豆
畑
も

さ
つ
ま
い
も
畑
も
、
雑
草
だ
ら
け
で
す
。

カ
ラ
梅
雨
で
、
酷
暑
の
中
で
も
、
雑
草
だ

け
に
た
く
ま
し
く
茂
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

ま
ま
雨
が
少
な
い
ま
ま
、
８
月
の
Ｑ
園
隊

を
迎
え
る
と
、
草
取
り
作
業
は
過
酷
を
極

め
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
お
じ
け
づ

い
て
参
加
を
取
り
や
め
な
い
よ
う
に
、
く

れ
ぐ
れ
も
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

亡
く
な
っ
た
母
が
良
く
言
っ
て
い
ま
し

た
。
草
取
り
は
春
先
に
一
生
懸
命
や
れ
、

と
。
花
が
咲
い
て
種
が
で
き
る
前
に
草
取

り
を
し
て
お
く
と
、
そ
の
後
の
草
取
り
が

格
段
に
楽
に
な
る
の
で
す
。
草
が
大
き
く

な
る
前
に
取
れ
ば
、
根
も
余
り
張
っ
て
い

な
い
の
で
草
取
り
も
楽
な
の
で
す
。 

 

鉄
は
熱
い
う
ち
に
打
て
と
も
い
い
ま

す
。
人
間
も
子
ど
も
の
う
ち
に
き
ち
ん
と

育
て
た
ら
後
が
楽
に
な
る
・
・
・
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

私
の
コ
ロ
ッ
ケ
作
り
も
、
あ
の
日
を
逃

し
た
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
夏
休
み
に
な
っ

て
し
ま
い
、
コ
ロ
ッ
ケ
を
口
に
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ

と
ま
わ
し
っ
て
、
こ
わ
い
で
す
ね
ー
。 

※
「
Ｑ
園
隊
」
（
き
ゅ
う
え
ん
た
い
） 

 

季
節
ご
と
に
市
原
の
畑
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
る

親
子
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。 

（
令
和
６
年
８
月
の
「
園
だ
よ
り
」
か
ら
） 

 

先
日
、
一
年
生
の
同
窓
会
が
あ
り
ま
し

た
。
在
園
中
に
た
く
さ
ん
出
か
け
た
ネ
イ

チ
ャ
ー
ラ
ン
ド
に
行
っ
て
、
大
量
の
じ
ゃ

が
い
も
掘
り
を
手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
お
弁
当
の
時
間
に
は
、
掘
り

た
て
の
じ
ゃ
が
い
も
た
っ
ぷ
り
の
お
み
そ

汁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

こ
と
の
ほ
か
豊
作
の
じ
ゃ
が
い
も
を
幼

稚
園
に
持
ち
帰
っ
た
ら
、
話
の
は
ず
み
で

コ
ロ
ッ
ケ
を
作
れ
と
先
生
た
ち
か
ら
言
わ

れ
て
し
ま
い
、
大
判
の
コ
ロ
ッ
ケ
を
園
児

の
数
だ
け
作
る
羽
目
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
お
家
に
帰
っ
た
子
ど
も
た
ち
か
ら

の
、
コ
ロ
ッ
ケ
話
は
耳
に
で
き
た
で
し
ょ

う
か
？ 

 

こ
の
時
期
の
お

寺
は
、
七
月
の
お

盆
の
直
前
で
す

し
、
年
長
さ
ん
の



圓福寺報                                第９2号 

21 

ま
す
。
濾
し
（
こ
し
）

網
に
お
味
噌
を
入
れ
て

溶
か
し
ま
す
。
す
る

と
、
案
の
定
、
網
に
つ

ぶ
つ
ぶ
が
残
り
ま
す
。
自
分
た
ち
で
作
っ

た
お
味
噌
の
つ
ぶ
つ
ぶ
で
す
か
ら
、
子
ど

も
た
ち
は
つ
ぶ
つ
ぶ
が
残
っ
て
い
て
も
喜

ん
で
口
に
入
れ
る
に
違
い
な
い
の
で
す

が
、
私
は
ど
う
し
て
も
抵
抗
が
あ
り
ま

す
。
お
そ
ら
く
先
生
に
聞
け
ば
、
全
部
入

れ
て
下
さ
い
と
言
わ
れ
る
に
決
ま
っ
て
い

る
の
で
、
私
の
独
断
で
つ
ぶ
つ
ぶ
は
入
れ

な
い
こ
と
に
し
ま
し
た
。
残
っ
た
つ
ぶ
つ

ぶ
は
、
ラ
ー
メ
ン
ど
ん
ぶ
り
に
い
っ
ぱ
い

あ
り
ま
し
た
。 

 

味
噌
汁
を
作
り
終
え
て
、
プ
レ
ハ
ブ
の

台
所
に
調
理
道
具
を
片
付
け
る
と
、
最
後

に
ど
ん
ぶ
り
一
ぱ
い
の
お
味
噌
の
つ
ぶ
つ

ぶ
が
残
り
ま
し
た
。
は
て
、
せ
っ
か
く
年

長
さ
ん
が
作
っ
た
お
味
噌
で
す
か
ら
、
ど

う
し
た
も
の
か
思
案
し
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
が
、
そ
の
つ
ぶ

つ
ぶ
に
小
麦
粉
と
卵
・
砂
糖
を
混
ぜ
て
チ

ヂ
ミ
風
に
焼
い
た
代
物
で
す
。
は
じ
め
て

作
っ
た
創
作
料
理
の
子
ど
も
た
ち
の
反
応

は
上
々
で
、
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。
麦
み
そ

の
風
味
が
残
っ
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
デ

ザ
ー
ト
に
な
っ
た
よ
う
で
し
た
。 

 

あ
と
で
考
え
て
み
た
ら
、
あ
の
つ
ぶ
つ

ぶ
こ
そ
「
み
そ
っ
か
す
」
だ
と
気
づ
き
ま

し
た
。
「
み
そ
っ
か
す
」
と
い
え
ば
、
ま

だ
一
人
前
で
は
な
い
も
の
と
か
、
仲
間
に

加
わ
れ
な
い
半
端
な
も
の
を
意
味
す
る
言

葉
で
す
が
、
い
や
い
や
ど
う
し
て
、
少
し

手
を
加
え
る
と
「
み
そ
っ
か
す
」
だ
っ
て

立
派
な
一
品
に
な
る
の
で
す
。 

 

「
み
そ
っ
か
す
」
だ
っ
た
私
も
、
味
噌

を
摺
る
（
す
る
）
と
い
う
子
ど
も
で
も
で

き
る
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と

で
、
少
し
は
役
に
立
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と

今
更
な
が
ら
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

「
み
そ
っ
か
す
」
を
一
品
に
す
る
こ
と

は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
Ｓ
に
も
つ
な
が
り
ま
す
し

ね
。 

（
令
和
６
年
11
月
の
「
園
だ
よ
り
」
か
ら
） 

 

子
ど
も
の
頃
、
ご
は
ん
前
の
私
の
手
伝

い
は
、
味
噌
蔵
に
行
っ
て
味
噌
を
す
く
っ

て
来
て
、
そ
れ
を
す
り
鉢
で
摺
る
（
す

る
）
こ
と
で
し
た
。
摺
っ
た
味
噌
を
使
え

ば
、
大
豆
や
こ
う
じ
の
つ
ぶ
つ
ぶ
が
残
っ

て
い
な
い
み
そ
汁
が
で
き
る
か
ら
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
み
そ
汁
で
育
っ
た

の
で
、
つ
ぶ
つ
ぶ
の
残
る
み
そ
汁
に
少
し

抵
抗
が
あ
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
今
年
の
年
長
さ
ん
が
仕
込
ん
だ

麦
ミ
ソ
も
出
来
上
が
り
、
先
日
の
た
ん
け

ん
隊
で
食
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
焼

い
た
味
噌
お
に
ぎ
り
が
い
い
か
、
田
楽
が

い
い
か
・
・
・
、
結
局
お
み
そ
汁
を
作
る

こ
と
に
落
ち
つ
き
ま
し
た
。
最
近
の
た
ん

け
ん
隊
で
は
、
ピ
ザ

窯
の
と
な
り
の
大
き

な
か
ま
ど
に
Ｕ
Ｆ
Ｏ

鍋
を
仕
掛
け
て
作
り
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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
、
一
昨
年
再
開
し
て
今
年
は
第
二
十
六
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２３日（土） 

お
品
書
き 

手
作
り
焼
き
そ
ば 

炭
火
や
き
と
り 

山
形
産
玉
コ
ン
ニ
ャ
ク 

昔
な
つか
し
の
駄
菓
子 

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
。 


