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令
和
三
年
も
あ
と
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。東
京
で
オ
リ
ン
ピック・パ
ラ
リ
ン
ピック
が

開
催
さ
れ
た
八
月
に
は
全
国
で
二
万
五
千
人
を
突
破
し
た
感
染
者
数
が
九
月
に
入
って
み

る
み
る
減
り
、現
時
点
に
お
い
て
は
東
京
で
も
一桁
を
記
録
す
る
日
さ
え
あ
る
こ
と
に
は
心

底
驚
か
さ
れ
ま
す
が
、世
界
で
五
百
万
人
が
亡
く
な
り
、今
な
お
感
染
の
勢
い
が
止
ま
ら
な

い
国
も
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、依
然
と
し
て
大
惨
事
が
続
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。

　
コ
ロ
ナ
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
こ
の
二
年
ほ
ど
、私
た
ち
は
、た
と
え
さ
さ
い
な
行
動
で
も

「
こ
れ
は
今
や
る
べき
こ
と
か
否
か
」と
自
問
自
答
す
る
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
同
時
に
抑
圧
に
対
す
る
耐
性
の
な
さ
を
思
い
知
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。ビ
ジ
ネ

ス
の
世
界
で
は
一気
に
リ
モ
ー
ト
が
加
速
し
な
が
ら
も
空
虚
さ
は
否
め
ず
、改
め
て
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
ショ
ン
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。こ
う
し
た
気
づ
き
を
得
ら
れ

た
こ
と
を
好
機
と
と
ら
え
て
自
ら
の
脚
下
を
照
顧
し
、旅
行
や
グ
ル
メ
な
ど
消
費
行
動
に
よ

る
快
楽
の
追
求
に
明
け
暮
れ
た
コ
ロ
ナ
以
前
の
あ
り
方
に
、「
人
が
生
き
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
」と
い
う
視
点
を
新
た
に
加
味
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
う
の
で
す
が
、残
念
な

が
ら
そ
う
し
た
人
生
哲
学
に
目
を
向
け
る
論
調
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。経
済
的
に
追
い

詰
め
ら
れ
た
人
が
大
勢
お
ら
れ
る
今
の
大
命
題
が
消
費
の
回
復
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、

そ
れ
も
仕
方
の
な
い
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、第
六
波
を
迎
え
る
こ

と
な
く
収
束
す
る
よ
う
心
よ
り
祈って
い
ま
す
。

　
今
年
の
出
来
事
と
し
て
特
に
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、二
月
一日
、ミャ
ン
マ
ー
で
発
生
し

た
国
軍
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
で
す
。現
地
発
の
ニュー
ス
は
見
聞
に
堪
え
な
い
凄
惨
な
も
の

で
し
た
。私
が
専
務
理
事
を
務
め
る
シャ
ン
ティ国
際
ボ
ラ
ン
ティア
会
は
ミャ
ン
マ
ー
国
内

に
三
つ
の
拠
点
を
構
え
、子
ど
も
た
ち
の
教
育
改
善
活
動
を
行って
い
ま
す
。「
銃
声
が
近
づ

い
て
い
る
」「
爆
発
音
が
し
た
」な
ど
、怯
え
る
様
子
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わって
く
る
報
告
や
、

弾
圧
を
続
け
る
国
軍
に
対
す
る
怒
り
な
ど
、現
場
の
職
員
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
声
が
届
き
ま

し
た
。「
国
軍
の
横
暴
を
看
過
で
き
な
い
」と
言
って
退
職
し
、民
主
化
運
動
に
身
を
投
じ
た

人
も
い
ま
す
が
、多
く
の
現
地
職
員
は「
こ
う
い
う
時
だ
か
ら
こ
そ
取
り
残
さ
れ
た
人
、弱
い

人
々
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
、で
き
る
限
り
や
る
の
が
N
G
O
の
使
命
で
あ
る
」と
い
う

信
念
の
も
と
、危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
粛
々
と
業
務
を
続
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。自
ら

の
国
を
愛
し
、少
し
で
も
良
く
し
た
い
と
い
う
思
い
が
と
て
も
強
い
の
で
す
。そ
れ
は
民
主

化
運
動
に
向
か
う
人
々
も
、私
共
の
職
員
も
同
じ
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　
紛
争
地
で
の
活
動
は
と
て
も
危
険
で
難
し
い
も
の
と
な
り
ま
す
。軍
事
政
権
あ
る
い
は
民

主
化
勢
力
の
ど
ち
ら
か
に
与
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
れ
ば
、た
だ
ち
に
攻
撃
を
受
け
ま
す
。

し
か
し
シャ
ン
ティ
は
で
き
る
限
り
活
動
を
継
続
し
よ
う
と
模
索
を
続
け
て
い
ま
す
。小
さ

な
力
で
あって
も
、日
本
か
ら
そ
れ
を
届
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
す
。悲
惨
な
戦
争

を
経
験
し
、そ
の
後
平
和
主
義
に
徹
し
て
こ
れ
ま
で
繁
栄
し
て
き
た
日
本
だ
か
ら
こ
そ
、

「
争って
は
な
ら
な
い
、戦
争
は
不
幸
し
か
生
ま
な
い
」と
い
う
メッ
セ
ー
ジ
を
届
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思って
い
ま
す
。

　
私
に
とって
ミャン
マ
ー
は
特
別
な
国
で
す
。私
の
父
は
昭
和
三
十
三
年
頃
、全
日
本
仏
教

会
の
留
学
生
に
選
ば
れ
て
ビ
ル
マ（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）へ
派
遣
さ
れ
、一年
半
に
わ
た
り
上
座
部

仏
教
の
僧
侶
と
し
て
修
行
し
ま
し
た
。そ
の
時
の
過
酷
な
環
境
が
影
響
し
た
の
で
し
ょ
う

か
、十
年
後
に
幼
児
の
私
と
乳
飲
み
子
の
妹
を
残
し
、病
没
し
て
し
ま
い
ま
す
。私
は
物
心
つ

い
て
か
ら
と
い
う
も
の
、父
の
書
斎
に
行って
は
ビ
ル
マ
修
行
時
代
の
記
録
や
日
記
な
ど
を

読
ん
で
成
長
し
ま
し
た
。そ
こ
に
は
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
陸
軍
に
従
軍
し
、戦
争
に
加
担
し

た
こ
と
への
懺
悔
の
念
が
綿
々
と
綴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。お
そ
ら
く
父
は
権
力
に
迎
合
し
た

日
本
仏
教
を
離
れ
釈
迦
の
純
粋
な
仏
法
を
求
め
よ
う
と
、慣
れ
な
い
地
で
修
行
生
活
を
送っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
費
用
は
土
地
と
家
を
売
って
工
面
し
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、相

当
の
覚
悟
だった
の
で
し
ょ
う
。

　
従
軍
し
た
父
の
み
な
ら
ず
、戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け
辛
う
じ
て
生
き
残った
日
本
人
は
、無

謀
で
無
益
な
戦
争
に
よって
お
び
た
だ
し
い
人
々
が
亡
く
なった
こ
と
を
心
に
刻
み
、何
よ

り
も
命
を
大
切
に
す
る
国
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
努
力
し
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。そ

の
結
果
が
高
度
な
医
療
や
皆
保
険
な
ど
、社
会
制
度
の
充
実
で
あ
り
、武
装
組
織
で
は
あ
り

な
が
ら
も
戦
闘
行
為
に
よ
り
人
の
命
を
奪った
こ
と
は
か
つ
て一度
も
な
い
自
衛
隊
と
い
う

存
在
で
あった
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
た
び
の
コ
ロ
ナ
禍
が
世
界
の
人
々
を
窮
地
に
追
い
込
ん
だ
こ
と
を
教
訓
と
し
て
、私

た
ち
は
こ
の
先
ど
の
よ
う
な
世
の
中
を
志
向
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。疫
病
の
み

な
ら
ず
、戦
争
や
災
害
な
ど
、惨
禍
は
こ
れ
か
ら
も
繰
り
返
し
襲って
く
る
で
し
ょ
う
。智
慧

の
力
を
もって
繰
り
返
し
の
ル
ー
プ
を
脱
す
る
こ
と
を
解
脱
と
い
い
ま
す
。そ
の
第
一歩
と

な
る
の
が
自
ら
を
見
つ
め
直
す
こ
と
な
の
で
す
。

　
お
正
月
は
そ
の
絶
好
の
機
会
で
す
。御
本
尊
様
の
御
前
に
新
た
な一年
の
目
標
を
誓
う
御

祈
祷
も
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
菩
提
寺
で
あ
る
真
光
寺
に
皆
様
お
揃
い
で
御

参
詣
く
だ
さ
い
。　
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真
光
寺
で
は
普
段
、
職
員
各
々
が
剪
定
の
知
識
、
技
術
を
学

び
、
そ
れ
を
共
有
し
な
が
ら
樹
木
を
維
持
管
理
し
て
い
ま
す
。

剪
定
の
質
の
向
上
、
維
持
管
理
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
十
月

十
一日
、
真
光
寺
内
で
職
員
参
加
の
植
木
剪
定
講
習
会
を
行
い

ま
し
た
。
講
師
は
茨
城
県
つ
く
ば
み
ら
い
市
に
あ
る
株
式
会
社

矢
澤
ナ
ー
セ
リ
ー
代
表
の
矢
澤
光
一先
生
に
お
越
し
い
た
だ
き

ま
し
た
。
環
境
、
造
園
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
か
ら
植
木
の
生
産
者

に
な
ら
れ
た
キ
ャ
リ
ア
の
持
ち
主
。
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
お
仕

事
を
し
て
い
く
中
で
植
木
の
生
産
に
興
味
を
も
た
れ
、
剪
定
管

理
と
生
産
技
術
の
一つ
「
接
ぎ
木
」
を
学
ん
で
、
植
木
生
産
の

会
社
を
起
業
さ
れ
ま
し
た
。
真
光
寺
の
境
内
に
植
え
ら
れ
て
い

る
サ
ク
ラ
や
ア
ジ
サ
イ
の
中
に
は
、
矢
澤
先
生
が
育
て
ら
れ
た

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
講
習
会
で
は
、
剪
定
の
基
本
的
考
え
方
、
方
法
や
道
具
類
の

扱
い
方
な
ど
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
植
木
を

傷
め
な
い
た
め
に
も
切
れ
味
の
良
い
ハ
サ
ミ
を
使
い
、
使った
ら

そ
の
日
の
う
ち
に

研
ぐ
こ
と
。
植
木

の
種
類
に
よ
っ
て

適
し
た
剪
定
時
期

が
異
な
る
こ
と
。

枝
を
切
る
時
は
必

ず
正
し
い
位
置
で

枝
を
切
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と

な
ど
、
基
礎
か
ら

確
認
し
ま
し
た
。

矢
澤
先
生
の
お
話

で
特
に
印
象
に

残って
い
る
こ
と

　
七
月
七
日
及
び
八
月
十一日
に
縁
の
会
施
食
会
、
八
月
九
日
に

山
門
施
食
会
、
九
月
二
十
三
日
午
前
に
縁
の
会
彼
岸
会
、
午
後

に
山
門
彼
岸
会
を
厳
修
い
た
し
ま
し
た
。

　
縁
の
会
施
食
会
は
参
列
者
多
数
の
た
め
、
食
堂
と
書
院
に
そ

れ
ぞ
モ
ニ
タ
ー
を
設
置
、
薬
師
堂
、
食
堂
、
書
院
の
三
ヶ
所
で

法
要
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
の
他
感
染
予
防
対

策
を
徹
底
し
、
縁
の
会
施
食
会
及
び
山
門
施
食
会
で
は

Y
o
u
T
u
b
e

で
ラ
イ
ブ
配
信
も
行
い
ま
し
た
。

法要中の書院の様子　

法要中の食堂の様子　
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◇
盂
蘭
盆
施
食
会
、
秋
彼
岸
会
　

故人の御霊を祈る新盆家の皆さん　

三ケ所入れ替わりで焼香　

が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
木
と
向
き
合

い
続
け
、
植
木
の

枝
の
ど
こ
を
ど
の

よ
う
に
切
っ
て
い

け
ば
い
い
の
か
が

分
かって
く
る
と
、

剪
定
を
し
て
い
く

う
ち
に
木
の
方
か

ら
「
こ
こ
を
切
っ

て
よ
」
と
訴
え
か

け
て
く
る
。
と
い

う
お
話
で
す
。

　
そ
れ
は
お
そ
ら

く
木
の
声
な
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
ち
ょっと
剪
定
を
始
め
た
ぐ
ら
い
で
、
そ
ん
な
声

が
聞
こ
え
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
木
を
し
っか
り
と
何
度
も

観
察
し
、
ど
の
枝
を
切
っ
て
、
ど
の
枝
を
残
す
の
か
、
将
来
的

な
樹
形
を
想
像
し
て
剪
定
し
て
い
く
。
こ
れ
を
日
々
続
け
て
い

く
か
ら
こ
そ
、
木
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
し
た
。

　
剪
定
は
樹
形
を
整
え
、
風
通
し
を
良
く
す
る
た
め
に
行
う
も

の
で
す
が
、
木
の
健
康
を
保
つ
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
木

は
適
正
な
時
期
に
適
正
な
方
法
で
剪
定
し
な
け
れ
ば
、
ス
ト
レ

ス
で
弱
り
、
病
害
虫
が
入
り
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
今
回
の
講

習
で
改
め
て
正
し
い
剪
定
方
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は

真
光
寺
の
境
内
や
墓
苑
に
植
え
ら
れ
て
い
る
木
々
を
維
持
管
理

し
て
い
く
上
で
と
て
も
大
き
な
意
義
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
境
内
の
木
々
の
樹
形
や
健
康
が
保
た
れ
、
お
参

り
に
来
ら
れ
る
皆
様
に
美
し
い
景
観
を
お
見
せ
で
き
る
よ
う
、

私
た
ち
は
木
と
向
き
合
い
続
け
て
い
き
ま
す
。

矢澤先生に松の剪定の仕方を見せていただきました。　

実際にもみじを剪定する様子　

木
と
向
き
合
う
技
術
と
心

　
　
　
　
　
　
　
　~

植
木
の
剪
定
講
習
を
受
け
ま
し
た~
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縁
の
会
総
会
報
告

　　
十一月
三
日
、縁
の
会
総
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。昨
年
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
中
止
と
なった
た
め
二
年

ぶ
り
の
総
会
。こ
れ
ま
で
総
会
の
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
て
き
ま
し

た
が
、今
回
も
見
事
な
小
春
日
和
と
な
り
ま
し
た
。

　
例
年
よ
り
規
模
を
縮
小
し
て
の
開
催
で
し
た
が
、総
勢
百
十
三

名
の
会
員
の
皆
様
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。例
年
争
奪
戦
と

な
る
大
根
や
ニ
ン
ジ
ン
、ゴ

ボ
ウ
、里
芋
な
ど
の
季
節
の

お
野
菜
を
お
目
当
て
に
早

め
に
来
山
さ
れ
る
方
も
多

く
、そ
の
他
、白
米
や
玄
米
、

も
ち
米
な
ど
真
光
寺
の
新

米
や
シャン
ティ国
際
ボ
ラ

ン
ティア
会
ク
ラ
フ
ト
エ
イ

ド
の
商
品
も
会
場
に
彩
り

を
添
え
ま
し
た
。ま
た
、ご

参
加
の
皆
様
に
真
光
寺
の

も
ち
米
と
シャン
ティの
キ

ー
ホ
ル
ダ
ー
を
さ
さ
や
か

な
が
ら
お
土
産
と
し
て
用

意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
午
前
は
薬
師
堂
に
於
い

て
、ご
本
尊
様
及
び
十一月

に
亡
く
な
ら
れ
た
会
員
の

方
々
の
供
養
法
要
と
総
会
。

総
会
で
は
住
職
か
ら
現
在

行
わ
れ
て
い
る
事
業
や
会

計
収
支
に
つ
い
て
の
説
明
が

あ
り
、寺
院
運
営
が
健
全
で

あ
る
こ
と
を
報
告
。そ
の
後

、事
務
局
よ
り
樹
木
葬
墓
苑

の
お
参
り
や
境
内
利
用
に
つ

い
て
の
諸
注
意
が
あ
り
ま
し

た
。

　
昼
食
の
時
間
は
そ
れ
ぞ
れ

境
内
の
好
き
な
場
所
で
お
弁

当
を
お
召
し
上
が
り
い
た
だ

き
、久
し
ぶ
り
の
再
会
を
喜

ぶ
様
子
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

そ
ん
な
皆
さ
ん
の
笑
顔
を
拝

見
し
、楽
し
そ
う
な
笑
い
声

を
聞
く
と
、今
年
は
開
催
出

来
て
よ
かった
と
い
う
思
い

が
よ
り一層
強
く
な
り
ま
す。

　
楽
し
い
昼
食
の
後
は
、四

季
咲
き
の
ア
ジ
サ
イ
や
冬
桜

が
咲
く
墓
苑
を
散
策
。秋
の

真
光
寺
を
満
喫
さ
れ
る
方
も

い
ま
し
た
。

　
午
後
は
午
前
と
同
様
薬
師

堂
に
於
い
て
、約
百
五
十
旗

の
お
申
し
込
み
が
あった
の

ぼ
り
旗
奉
納
及
び
疫
病
退
散

の
祈
祷
会
。ダ
イ
ナ
ミック
か

つ
荘
厳
な
祈
祷
太
鼓
と
お
経

が
、境
内
に
響
き
渡
り
、そ
の

後
散
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
で
十
回
目
と
な
る
縁

の
会
総
会
は
こ
の
よ
う
に
し

て
無
事
円
成
し
た
の
で
す
。

来
年
も
皆
様
の
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。　

　
お
墓
参
り
・
境
内
ご
利
用
の
注
意
点

　
樹
木
葬
墓
苑
お
参
り
の
ご
案
内

●
火
気
の
使
用
は
所
定
の
場
所
を
除
き
線
香
を
含
め
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。（
ご
焼
香
の
場
所　
屋
外
／
桜
の
苑　
屋
内
／
観
音

堂
）

●
供
物
を
含
む
品
物
や
人
工
物
の
放
置
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

●
供
え
花
を
植
え
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
は
碑
の
周
囲
の
み
で

す
。（
ポ
ッ
ト
苗
1
0
個
程
度
。種
類
は
一
年
草
）

●
墓
地
の
除
草
は
土
が
流
れ
出
ま
す
。軽
め
に
し
て
く
だ
さ
い
。

●
発
生
し
た
ゴ
ミ
は
原
則
持
ち
帰
り
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

や
む
を
え
な
い
場
合
に
は
寺
務
所
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
樹
木
葬
墓
苑
の
管
理

●
定
期
的
に
下
草
の
刈
取
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。天
候
に
よ
り

管
理
工
程
以
上
の
早
さ
で
繁
茂
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご

理
解
の
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
規
定
に
反
し
た
花
植
え
、
植
樹
等
に
つ
い
て
は
、
適
宜
除
草
、

伐
採
い
た
し
ま
す
。

　
害
獣
対
策

●
ス
ズ
メ
バ
チ
・
蛇
／
墓
苑
内
に
出
現
し
ま
す
の
で
、
十
分
に

気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。見
か
け
た
場
合
に
は
静
か
に
そ
の
場

を
離
れ
て
く
だ
さ
い
。

●
イ
ノ
シ
シ
／
電
気
柵
と
金
網
を
併
用
す
る
対
策
を
施
し
て
い

ま
す
。

　
送
迎

●
前
日
の
午
後
4
時
ま
で
に
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。車
両

の
維
持
費
に
充
当
い
た
し
ま
す
の
で
お
布
施
を
お
願
い
し
ま

す
。
　
花
植
え
代
行

●
ご
希
望
の
１
か
月
前
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
ペ
ッ
ト
と
の
墓
参

●
墓
苑
内
を
ペ
ッ
ト
と
お
散
歩
で
き
ま
す
。室
内
に
は
入
れ
ま

せ
ん
。ご
事
情
が
あ
れ
ば
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
以
上
の
お
知
ら
せ
事
項
は
、
お
墓
参
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
ご

家
族
、ご
親
族
、ご
友
人
に
も
お
伝
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

真光寺の新米と季節の野菜の販売コーナー。住職による事業・会計報告。

外でご参列の方は薬師堂前でご焼香。 午後の祈祷会。蜜湯、お菓子、お茶を恭しくお供え。 　書院の縁側で楽しい昼食。
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真
光
寺
樹
木
葬
墓
苑
「
森
の
苑
」
が
開
園
し
て
約
十
六

年
が
経
過
し
ま
し
た
。
（
開
園
平
成
十
七
年
）

現
在
、
「
森
の
苑
」
第
三
期
ま
で
合
計
一
二
五
〇
区
画
は

募
集
を
完
了
し
て
お
り
ま
す
が
、
引
き
続
き
お
寄
せ
い
た

だ
く
入
会
希
望
に
お
応
え
す
る
た
め
に
「
森
の
苑
」
第
四

期
エ
リ
ア
の
整
備
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
完
成
は
来
年
春

以
降
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
（
今
回
の
エ
リ
ア
は
手
続
き

が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
た
め
、
予
定
を
変
更
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
）

　
第
四
期
エ
リ
ア
は
約
五
〇
〇
区
画
に
な
る
予
定
で
す
。

昨
年
度
に
は
そ
の
内
の
約
一
五
〇
区
画
の
整
備
を
先
行
し

て
既
に
済
ま
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
残
り
三
五
〇
の
整
備

を
進
め
る
た
め
に
、
各
種
手
続
き
や
工
事
を
進
め
て
い
る

最
中
に
な
り
ま
す
。
工
事
期
間
中
は
工
事
車
両
の
往
来

等
、
音
が
響
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　　
第
四
期
エ
リ
ア
は
「
森
の
苑
」
の
最
終
期
と
な
る
予
定

で
す
。
現
在
新
た
な
計
画
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
家
族
、
ご

親
戚
で
当
森
の
苑
を
ご
検
討
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
ら
そ
の
旨
、
お
知
ら
せ
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
募
集

開
始
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、
あ
ら
た
め
て
会
員
の
皆
さ
ま

に
は
ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
。

樹
木
葬
森
の
苑
　

    
第
四
期
エ
リ
ア
整
備
の
ご
案
内

第四期エリアは平坦なのが特徴です。
伽藍から近く、お庭のイメージに近い
景観づくりを行います。植樹の中心と
なる樹木はサクラのほかにエゴノキ、
ヒメシャラ、ヤマボウシ、コブシなど
です。他のエリアと同じく、長い時間
をかけて馴染む樹種、成長の優劣を見
ていきます。新たに駐車場の増設も行
います。

第四期の計画

駐車場

工事中エリア

整備済みエリア

山門

最
終
期

一
　
周
　
忌

三

回

忌

七

回

忌

十
三
回
忌

十
七
回
忌

二
十
三
回
忌

二
十
七
回
忌

三
十
三
回
忌

三
十
七
回
忌

五
十
回
忌

百

回

忌
令
和

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

昭
和

昭
和

大
正

　
二
年

二
十
七
年

二
十
一
年

十
七
年

十
　
一
　
年

　
　
七
　
年

六
十
年

四
十
七
年

十
　
一
　
年

平
成
三
十
一
年・令
和
元
年

昭
和
六
十
四
年・平
成
元
年

令和三年 年回表 ＜葬儀信託のパートナー　　　　　　　　　　　
　　　東京シルバーライフ協会移転のお知らせ＞
移転先　〒103-0027
　　　  東京都中央区日本橋３-12-2　
　　　　　　　　　　　　　　　朝日ビルヂング三階

フリーダイヤル　0120-165-018

電  話(新)　　　03-5357-1265

FAX(新)　　　 　03-6261-0159  
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④

降
、弘
仁
二
年（
8
1
1
）ま
で
断
続
的
に「
征
夷
」が
行
わ
れ
、

後
に「
三
十
八
年
戦
争
」と
称
さ
れ
る
戦
乱
の
時
代
が
続
き
ま
す
。

弘
仁
二
年
の
暮
れ
に
岩
手
県
北
部
を
征
討
し
た
、
征
夷
将
軍
文

屋
綿
万
呂
は
政
府への
報
告
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。「
宝

亀
五
年
よ
り
当
年
に
至
る
、
惣
じ
て
三
十
八
歳
、
辺
寇
（
辺
境

の
蝦
夷
）
し
ば
し
ば
動
き
警
□（
備
カ
）
絶
え
る
こ
と
な
し
、
正

丁
老
弱
、
或
い
は
征
戍
に
疲
れ
、
或
い
は
転
運
に
倦
む
、
百
姓

は
窮
弊
し
て
、
未
だ
休
息
を
得
ず
」
と
。

　
こ
の
よ
う
に
断
続
的
に
繰
り
返
さ
れ
た
「
征
夷
」
と
い
う
名

の
軍
事
行
動
に
よって
、
増
兵
・
増
税
な
ど
の
負
担
が
公
民
（
調

庸
の
民
）
の
生
活
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
「
俘

囚
」
と
し
て
関
東
以
西
の
国
々
に
移
住
さ
せ
る
と
い
う
国
策
も

公
民
に
さ
ら
な
る
負
担
を
ま
ね
き
、
差
別
意
識
や
大
き
く
異
な

る
生
活
様
式
が
両
者
の
軋
轢
を
強
め
て
いった
は
ず
で
す
。

■
俘
囚
料

　
当
時
（
奈
良
・
平
安
時
代
）
の
国
は
、
壱
岐
・
対
馬
を
含
め

る
と
68
か
国
あ
り
ま
し
た
。『
延
喜
式
』（
平
安
時
代
の
法
令
集
） 

に
よ
る
と
、「
俘
囚
料
」（
俘
囚
の
た
め
に
充
て
る
税
）
と
い
う

の
が
35
か
国
に
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
国

に
「
俘
囚
」
が
い
た
と
い
う
証
に
な
る
記
録
で
す
。

　
俘
囚
料
は
、
俘
囚
の
監
督
と
教
化
・
保
護
養
育
に
当
て
る
た

め
の
税
で
し
た
。
俘
囚
は
、
移
配
先
で
生
計
が
立
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
ま
で
、
こ
の
俘
囚

料
と
い
う
名
目
で
食
糧
や
衣

料
等
を
支
給
さ
れ
、
庸
・
調

の
税
も
免
除
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
俘
囚
料
の
財
源
は
、
春

に
一
定
量
の
稲
を
公
民
に
強

制
的
に
貸
し
付
け
て
、
秋
の

収
穫
時
に
3
割
の
利
息
を
課

す
方
法
で
徴
収
さ
れ
た
利
稲

が
充
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

3
割
で
す
か
ら
、
現
行
の
消

費
税
率
な
ど
と
は
比
べも
の

                                  
   　    上総

と
陸
奥
（
２
） 

 　　
古
代
国
家
が
中
央
集
権
体
制
を
整
え
、
辺
境
の
地
で
あ
っ
た

東
北
地
方
に
支
配
領
域
の
拡
大
を
図って
いった
の
は
、
７
世
紀

の
後
半
以
降
の
こ
と
で
し
た
。
坂
東
は
東
北
経
営
の
バック
ボ
ー

ン
で
あった
の
で
、
上
総
国
か
ら
も
大
勢
の
民
が
移
住
を
強
い
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
同
時
に
東
北
に
い
た
蝦
夷
も
全
国
各
地
に

強
制
移
住
を
強
い
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
蝦
夷
の
移
配

　
中
央
政
府
が
蝦
夷
支
配
の
基
本
と
し
た
の
は
「
饗
給
」
に
よ

る
懐
柔
で
し
た
が
、
応
じ
な
い
場
合
に
は
武
力
に
よ
る「
征
討
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
政
府
の
行
動
に
よって
、
東
北

で
の
同
化
・
教
化
が
進
行
し
た
の
で
す
が
、
帰
順
し
な
い
者
は

蝦
夷
の
地
域
か
ら
強
制
的
に
引
き
離
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
戦

争⇒

捕
虜
、
そ
し
て
強
制
移
住
（
移
配
）
と
い
う
流
れ
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
全
国
各
地
で
暮
ら
し
は
じ
め

た
彼
ら
の
生
産
技
術
や
戦
闘
能
力
は
、
そ
の
移
配
先
の
社
会
秩

序
や
経
済
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
て
い
き
ま

す
。

■
俘
囚

　
蝦
夷
は
、そ
の
言
語
や
文
化
、宗
教
等
が
和
人
と
異
な
る
人
々

で
し
た
が
、
そ
の
う
ち
中
央
政
府
に
帰
順
し
た
蝦
夷
（
集
団
）

の
こ
と
を
「
俘
囚
」
や
「
夷
俘
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

　
奈
良
時
代
以
降
の
蝦
夷
支
配
に
関
し
て
は
、
武
力
に
よ
る
衝

突
の
記
録
も
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
帰
順
し
た
蝦
夷
に
よ
る

未
服
蝦
夷
へ
の
攻
撃
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
衝
突
が
多
く

な
る
の
は
、
8
世
紀
中
頃
以
降
の
こ
と
で
、
宝
亀
五
年

（
7
7
4
）
の
蝦
夷
に
よ
る
桃
生
城
襲
撃
事
件
を
契
機
と
し
て
以

袖
ケ
浦
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
【
連
載
】未
来
に
伝
え
た
い
ふ
る
さ
と
の
歴
史
Ⅲ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
袖
ヶ
浦
市
郷
土
博
物
館
顧
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

            

井
口　
崇

に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
負
担
で
す
。
移
配
さ
れ
た
俘
囚
に
は
漁
労
・

狩
猟
や
武
芸
の
訓
練
が
許
さ
れ
て
い
て
、
就
農
せ
ず
に
、
産
鉄
・

馬
養
等
の
特
技
や
戦
闘
能
力
の
高
さ
を
活
か
し
な
が
ら
暮
ら
し

て
い
た
者
・
集
団
も
多
く
い
た
よ
う
で
す
。

■
上
総
国
の
俘
囚

　
延
喜
式
に
記
さ
れ
た
上
総
国
の
俘
囚
料
を
み
る
と
、
上
総
国

全
体
で
は
、
稲
2
5
0
0
0
束
を
貸
し
付
け
、
7
5
0
0
束
の

利
稲
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
1
束
＝
10
把
。
１
把

＝
0.5
升
＝
現
在
の
２
升
相
当
）   

　
各
地
に
ど
れ
く
ら
い
の
俘
囚
が
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

他
の
資
料
も
使
って
計
算
し
た
研
究
者
が
い
る
の
で
す
が
、﹇
下

向
井
龍
彦
『
武
士
の
成
長
と
院
政
』（
2
0
0
1
年
）]

そ
れ
に

よ
る
と
、
年
間
に
１
人
あ
た
り
72
束
（
約
２
５
０
㎏
相
当
）
で

計
算
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
割
り
だ
す
と
、
上
総
の
国

に
は
１
０
４
人
の
俘
囚
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
そ
う
で
す
。

　
こ
の
延
喜
式
の
俘
囚
稲
に
関
す
る
記
録
は
、
国
が
示
し
た
予

算
的
な
と
ら
え
方
を
す
る
帳
簿
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
ら
、

実
際
は
もっと
多
く
の
俘
囚
が
い
た
は
ず
で
す
。

　
記
録
で
は
平
安
時
代
の
前
半
（
９
世
紀
の
中
頃
か
ら
後
半
）

に
何
回
も
、「
俘
囚
の
反
乱
」
の
記
事
が
見
ら
れ
ま
す
。
公
民
に

は
俘
囚
に
対
す
る
差
別
意
識
や
、
重
税
を
伴
う
生
活
費
の
給
付

や
技
能
・
技
術
の
保
護
政
策
への
不
満
も
あった
で
し
ょ
う
し
、

俘
囚
に
とって
も
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
状
況
で
は
な
かっ

た
の
で
す
。

■
俘
囚
の
村
と
暮
ら
し

　
俘
囚
の
強
制
移
住
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
なった
奈
良

時
代
の
後
半（
８
世
紀
の
後
半
＝
７
５
０
年
頃
以
降
）に
な
る
と
、

袖
ケ
浦
や
そ
の
周
辺
の
西
上
総
地
域
で
は
、
内
陸
寄
り
の
丘
陵

地
帯
に
新
た
に
村
が
開
か
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
最
近
の
研
究

の
進
展
に
よって
、
そ
の
よ
う
な
新
興
型
の
村
に
は
俘
囚
が
住
ん

で
い
た
、
も
し
く
は
俘
囚
の
移
配
に
よって
開
村
し
た
と
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
なって
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
俘
囚
の
痕
跡
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
なって
き
た
の
で
す
。

ふ
し
ゅう　

い 

ふ　

き
ょ
う
き
ゅう　

も
の
う
じ
ょ
う

ふ
ん　

や　
わ
た 

ま 

ろ　

せ
い
じ
ゅ　

 順位 国 名 稲数（束） 利稲（3割） 人数 
1 肥後国 17,435 52,031 722 
2 近江国 105,000 31,500 437 
3 常陸国 100,000 30,000 416 
： 
： 

： 
： 

： 
： 

： 
： 

： 
： 

15 上総国 25,000 7,500 104 
16 下総国 20,000 6,000 83 

表 1 俘囚移配国の俘囚稲と人数 
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俘
囚
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
遺
跡
か
ら
は
、
東
北
地
方
の

7
世
紀
以
降
の
竪
穴
住
居
に
見
ら
れ
る
「
長
煙
道
カ
マ
ド
」（
住

居
内
の
壁
付
近
に
設
け
た
カ
マ
ド
の
煙
道
（
通
気
口
）
を
壁
の

外
に
ま
で
長
く
延
ば
す
構
造
の
も
の
が
多
く
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
長
煙
道
カ
マ
ド
は
、
近
隣
の
常
陸
国
や
下
総
国
よ
り

も
上
総
国
、
特
に
西
上
総
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
地
に

移
配
さ
れ
た
俘
囚
は
、
出
身
地
の
住
ま
い
づ
く
り
を
そ
の
ま
ま

持
ち
込
ん
で
い
た
の
で
す
。

　
そ
う
し
た
「
長
煙
道
カ
マ
ド
」
の
占
有
率
が
高
い
遺
跡
は
、

真
光
寺
の
周
辺
に
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
東
京
ド
イ
ツ

村
と
なって
い
る
永
吉
台
遺
跡
群
（
袖
ケ
浦
市
永
吉
）
や
萩
野
原

遺
跡
（
市
原
市
上
高
根
）
な
ど
が
そ
れ
で
す
。

　
永
吉
台
遺
跡
群
の
遠
寺
原

地
区
は
、
8
世
紀
の
後
半
に

開
村
し
、
8
世
紀
末
に
は
村

の
中
に
寺
院
が
建
設
さ
れ
9

世
紀
末
ま
で
維
持
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
開
村
に
も
、
寺
院

の
造
営
と
維
持
に
も
俘
囚
が

関
係
し
て
い
た
の
で
す
。
9

世
紀
の
後
半
に
な
る
と
寺
院

は
維
持
さ
れ
な
く
な
り
ま
す

が
、
谷
を
挟
ん
だ
西
寺
原
地

区
に
移
動
し
て
、
土
器
生
産

を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

西
寺
原
地
区
で
も
ほ
と
ん
ど

の
住
居
が
長
煙
道
カ
マ
ド
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の

土
器
づ
く
り
も
俘
囚
が
行
っ

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
す
。萩
野
原
遺
跡
で
は
、

竪
穴
住
居
跡
21
軒
の
う
ち
15

軒
に
長
煙
道
カ
マ
ド
が
つ
く

り
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

2
基
の
基
壇
建
物
を
も
つ
寺

が
営
ま
れ
、
鍛
冶
関
連

の
遺
構
も
あ
り
、
鍛
冶

職
人
を
伴
う
俘
囚
集
団

の
暮
ら
し
が
あった
こ
と

を
物
語って
い
ま
す
。

  ■
蝦
夷
の
刀

　
古
墳
時
代
か
ら
平
安

時
代
に
用
い
ら
れ
た
鉄
製

の
刀
に
蕨
手
刀
が
あ
り

ま
す
。
刀
の
柄
の
先
端
部
分
の
形
が
蕨
の
若
芽
の
よ
う
に

ク
ル
リ
と
丸
まって
い
る
の
で
そ
の
名
が
あ
り
ま
す
。
東
北
地
方

で
多
く
発
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
蝦
夷
の
刀
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
全
国
で
3
0
0
点
ほ
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
東
日
本
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
写
真
4
の
よ
う
に

柄
の
部
分
が
ピ
ン
セッ
ト
の
よ
う
に
なって
い
る
タ
イ
プ
は
毛
抜

透
型
蕨
手
刀
と
よ
ば
れ
て
い
て
、
9
世
紀
中
頃
の
所
産
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。﹇
黒
済
和
彦『
蕨
手
刀
の
考
古
学
』（
2
0
1
8
）﹈

こ
の
タ
イ
プ
の
も
の
は
全
国
で
9
例
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の

で
す
が
、
そ
の
内
の
2
例
が
、
袖
ケ
浦
市
と
市
原
市
で
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。
写
真
4
の
蕨
手
刀
は
、
袖
ケ
浦
市
の
根
形
台
遺

跡
群
の
土
壙
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
で
す
。
類
例
の
希
少
さ

か
ら
いって
も
俘
囚
集
団
の
長
、
し
か
も
武
芸
に
長
け
た
人
物
の

所
持
品
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
根
形
台
遺
跡
群
で
は
、
古

墳
時
代
か
ら
続
く
在
来
型
の
主
要
な
村
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
が

8
世
紀
の
中
頃
以
降
に
な
る
と
、
長
煙
道
の
カ
マ
ド
が
多
く
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
位
置
か
ら
す
る
と
、
移
配
当

初
は
望
陀
郡
衙
な
ど
の
監
視
が
行
き
届
く
場
所
に
俘
囚
を
住
ま

わ
せ
て
い
た
の
で
す
。
市
原
市
の
南
大
広
遺
跡
で
は
方
形
の
基

壇
が
発
見
さ
れ
て
い
て
、
寺
で
あった
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
蕨

手
刀
は
そ
の
方
形
基
壇
の
中
央
の
穴
に
切
先
を
上
に
し
て
立
て

ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
鎮
壇
具
と
し
て
埋
納
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
小
鍛
冶
跡
（
精
錬
さ
れ
た
鉄
で
製
品

を
作
る
）
も
見
つ
かって
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
俘
囚
は
同
時
活
動

や
鉄
製
品
の
生
産
に
か
か
わ
る
存
在
で
し
た
。
そ
の
時
期
は
根

形
台
遺
跡
群
と
同
様
の
9
世
紀
中
頃
の

も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
俘
囚
の
反
乱へ

　
移
配
さ
れ
た
俘
囚
の
中
に
は
、①
農
業

に
従
事
す
る
、②
狩
猟
や
漁
労
を
職
業
と

す
る
、③
商
人
・
運
送
業
者
と
な
る
、④

防
人
・
各
国
の
傭
兵
と
な
る
と
い
う
よ

う
な
様
々
な
姿
が
あ
り
ま
し
た
。ま
た
、

活
躍
し
て
位
を
授
け
ら
れ
た
者
や
、
得

度
し
て
僧
侶
と
なった
者
も
い
ま
し
た
。

８
世
紀
の
後
半
頃
に
は
す
で
に
、
偽
籍

（
戸
籍
を
偽
る
こ
と
）
や
浮
浪
・
逃
亡
、

私
度
僧
と
いった
納
税
を
の
が
れ
る
手
段

が
一
般
化
し
、
律
令
制
も
崩
壊
の
道
を

た
どって
い
ま
し
た
。　
俘
囚
の
移
配
に
は
、
各
国
の
人
口
・
生

産
力
を
増
や
し
、
か
つ
防
人
や
兵
士
と
す
る
な
ど
し
て
、
総
合

的
に
は
地
域
経
済
や
治
安
を
再
生
し
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あった

の
で
す
。
そ
の
た
め
俘
囚
に
対
し
て
は
税
控
除
や
生
活
に
必
要

な
様
々
な
給
付
も
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
9
世
紀
の
中
頃
に

な
る
と
上
総
・
下
総
で
4
件
も
の
反
乱
が
お
こって
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
反
乱
は
、
い
ず
れ
も
周
辺
諸
国
の
兵
士
を
多
数
投
入
し

て
終
息
し
た
の
で
す
が
、
坂
東
に
広
く
号
令
し
な
け
れ
ば
俘
囚

の
動
き
を
封
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
、
上
総
・
下
総
の
俘

囚
は
恐
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
他
国
の
俘
囚

に
反
乱
を
広
げ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
彼
ら
の
ネット
ワ
ー
ク

を
恐
れ
た
結
果
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
古
代
の
上
総
と
陸
奥
の
関
係
を
、
柵
戸
と
し
て
の
移
民
、
蝦

夷
戦
争
、
俘
囚
の
移
配
に
触
れ
な
が
ら
記
し
て
き
ま
し
た
。
西

上
総
の
地
は
、
古
代
を
と
お
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
蝦
夷
政
策

に
深
く
関
わ
り
、
人
の
動
き
が
生
み
出
す
ド
ラ
マ
の
舞
台
で
あ

り
続
け
た
の
で
す
。（
完
）

　

　

　　　　　　写真4　根形台遺跡群出土の蕨手刀

　写真1・2　長煙道カマドの住居跡と土器焼成遺構(永吉台遺跡群)

写真3　俘囚が焼成したと思われる土師器

わ
ら
び
て　と
う

つ
か　

さ
き　

きっ　

ど 

こ
う 

ぼ　
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四
月
か
ら
始
ま
っ
た
里
山
の
お
米
作
り
。
今
年
も
無
事

収
穫
を
終
え
、
お
寺
や
直
売
所
で
の
新
米
販
売
が
始
ま
り

ま
し
た
。
今
年
の
お
米
の
収
量
は
二
三
三
〇
k
g
と
な

り
、
昨
年
よ
り
も
お
よ
そ
五
〇
〇
k
g
の
増
産
で
す
。
昨

年
は
イ
ノ
シ
シ
被
害
が
ひ
ど
く
、
四
〇
〇
k
g
近
く
の
稲

を
駄
目
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
稲
刈
り
終
盤

で
コ
ン
バ
イ
ン
が
故
障
。
元
々
中
古
を
譲
り
受
け
使
用
し

て
い
ま
し
た
が
、
長
年
過
酷
な
谷
津
田
で
の
重
労
働
で
つ

い
に
力
尽
き
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
今
年
は
イ

ノ
シ
シ
対
策
を
徹
底
し
、
中
古
で
す
が
新
し
い
コ
ン
バ
イ

ン
も
投
入
し
ま
し
た
。
以
前
の
も
の
よ
り
も
若
干
小
型
に

な
り
一
度
に
刈
り
取
れ
る
量
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
起

伏
が
あ
り
、
道
も
狭
く
、
ぬ
か
る
む
こ
と
も
多
い
谷
津
田

で
は
む
し
ろ
好
都
合
で
す
。
ま
た
、
刈
り
取
っ
た
お
米
を

直
接
乾
燥
機
に
送
り
込
め
る
グ
レ
イ
ン
コ
ン
テ
ナ
と
い

う
、
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
設
置
可
能
な
機
械
を
使
え
る
よ

う
に
な
り
、
収
穫
作
業
が
飛
躍
的
に
効
率
化
さ
れ
わ
ず
か

四
日
程
で
う
る
ち
米
の
稲
刈
り
は
完
了
し
ま
し
た
。

　
大
幅
に
収
量
を
増
や
す
こ
と
が
出
来
た
真
光
寺
の
お
米

で
す
が
、
十
一
月
中
旬
の
時
点
で
在
庫
は
残
り
三
〇
〇

k
g
程
と
な
り
、
い
つ
も
購
入
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
皆

様
に
は
本
当
に
感
謝
の
気
持
ち
で
一
杯
で
す
。
こ
の
ペ
ー

ス
で
す
と
恐
ら
く
年
末
も
し
く
は
年
明
け
早
々
に
は
完
売

出
来
る
見
込
み
で
す
。

　
さ
て
、お
米
の
収
穫
販
売
も一段
落
し
、十一月
に
入
る
と

自
然
薯
の
出
荷
が
始
ま
り
ま
す
。今
年
は
二
五
〇
〇
本
と
昨

年
よ
り
一
．
七
倍
の
量
の
種
芋
を
定
植
し
ま
し
た
。
真
光
寺

で
は
一
般
種
の
も
の
と
早
生
種
の
二
種
類
の
自
然
薯
を
栽

培
し
て
お
り
、
早
生
種
は
早
け
れ
ば
十
月
下
旬
く
ら
い
か

ら
の
出
荷
が
可
能
で
す
。
一

方
、
一
般
種
は
十
一
月
下
旬

く
ら
い
か
ら
が
収
穫
適
期
と

さ
れ
て
い
る
た
め
、
彫
り
と

り
時
期
が
早
い
と
芋
の
身
が

締
ま
ら
ず
た
く
あ
ん
の
よ
う

に
ク
タ
ッ
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
今
年
は
十
一
月
に

入
っ
て
も
気
温
が
あ
ま
り
下

が
ら
な
か
っ
た
た
め
か
昨
年
の
同
時
期
と
比
べ
な
か
な
か

芋
が
固
く
な
ら
ず
、
も
し
や
病
気
で
は
と
不
安
で
し
た

が
、
中
旬
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
身
が
し
っ
か
り
と
し
始
め
、

よ
う
や
く
出
荷
を
始
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
　
　
今

年
は
お
寺
を
は
じ
め
、
袖
ケ
浦
市
の
農
畜
産
物
直
売
所
ゆ

り
の
里
や
農
園
カ
フ
ェ
さ
ん
で
も
販
売
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

豊
富
な
栄
養
素
を

た
っ
ぷ
り
含
ん
だ

真
光
寺
産
禅
寺
の

自
然
薯
。
お
米
と

合
わ
せ
て
是
非
一

度
ご
賞
味
く
だ
さ

い
。

イベントだより

　
今
年
は
キ
ノ
コ
を
自
宅

で
育
て
て
み
よ
う
。と
い

う
こ
と
で
キ
ノ
コ
の
菌
を

原
木
に
打
ち
込
む
菌
打
ち

体
験
を
行
い
ま
し
た
。電

動
ド
リ
ル
や
ハ
ン
マ
ー
を

使
う
作
業
は
さ
な
が
ら
大

工
仕
事
の
よ
う
。皆
さ
ん

夢
中
で
菌
を
叩
き
込
ん
で

い
ま
し
た
。午
後
は
里
山

で
キ
ノ
コ
観
察
と
レ
ン
ゲ

の
種
ま
き
と
焼
き
芋
。お

土
産
は
自
然
薯
、椎
茸
、平

茸
、焼
き
芋
と
、大
変
盛
り

だ
く
さ
ん
な一日
と
な
り

ま
し
た
。

禅
寺
の
お
米
と
自
然
薯

キ
ノ
コ
観
察
と
収
穫
体
験

田
ん
ぼ
の
草
取
り
と
ホ
タ
ル
観
賞

キノコたくさん出るかな？焼き芋おいしい～！

　
イ
ベン
ト
で
は
、田
ぐ

る
ま
と
呼
ば
れ
る
昔
な
が

ら
の
手
押
し
除
草
機
を

使って
作
業
し
ま
す
。慣

れ
な
い
道
具
と
泥
に
悪
戦

苦
闘
し
な
が
ら
も
田
ん
ぼ

の
雑
草
を一掃
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。ま
た
、今
年

は
コ
ロ
ナ
感
染
対
策
の
た

め
、ホ
タ
ル
観
賞
前
の
夕

食
は
各
自
で
自
炊
と
い
う

形
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。キャン
プ
の
よ

う
な
雰
囲
気
に
参
加
者
の

方
に
は
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
た
よ
う
で
す
。

コロナ対策の為夕食は自炊です。 お米が元気に育ちますように。

上
総
自
然
学
校（
里
山
再
生
活
動
）

収穫した米を直接乾燥機に送り込みます。

新しくなったコンバイン。

ゆりの里では特設ブースにて販売。

良い自然薯が出来ております。
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イ
タ
チ
は
獰
猛
な
肉
食
獣
で
す
。

　
し
な
や
か
な
体
を
し
て
お
り
、
走
る
の
は
速
く
木
登
り
も
う
ま

く
、
泳
ぎ
や
潜
水
は
水
生
生
物
並
み
に
上
手
で
す
。
魚
類
、
両
生

類
、
爬
虫
類
、
鳥
類
、
哺
乳
類
、
昆
虫
や
甲
殻
類
な
ど
を
巧
み
に

捕
食
し
、
自
分
の
体
よ
り
も
大
き
な
獲
物
も
襲
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
私
が
子
供
の
頃
よ
く
母
の
実
家
の
鶏
小
屋
が
イ
タ
チ
に
襲
わ

れ
、
何
羽
も
犠
牲
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
イ
タ
チ
の
体
重
は
最
大

で
も
七
百
g
程
度
、
そ
れ
に
対
し
て
よ
く
成
長
し
た
白
色
レ
グ
ホ

ン
の
体
重
は
二
、
三
k
g
で
す
か
ら
、
比
率
か
ら
言
う
と
ラ
イ
オ

ン
が
ゾ
ウ
や
カ
バ
を
狩
る
の
と
ほ
ぼ
等
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
基
本
的
に
は
イ
タ
チ
は
比
較
的
、
水
辺
環
境
に
依
存
し
て
い
る

動
物
で
、
里
山
で
は
田
ん
ぼ
や
水
路
と
斜
面
林
を
行
き
来
し
て
狩

り
を
し
つ
つ
生
活
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
環
境
の
変
化
に
伴
い
全

国
的
に
生
息
域
、
生
息
数
と
も
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

す
。
そ
の
最
大
の
要
因
は
、
や
は
り
稲
作
農
業
の
構
造
の
変
化
で

し
ょ
う
。
野
生
下
で
イ
タ
チ
が
最
も
依
存
し
て
い
る
食
物
は
爬
虫

類
と
両
生
類
、
そ
れ
に
魚
類
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
乾
田
化
し
た
現

在
の
田
ん
ぼ
で
は
、
魚
や
カ
エ
ル
が
生
息
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
の
カ
エ
ル
を
餌
と
す
る
ヘ
ビ
も
数
を
減
ら
し
て
い
る
の
で
す
。

　
ま
た
、
外
来
生
物
と
の
競
合
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
ニ
ホ
ン
イ

タ
チ
の
親
戚
筋
に
シ
ベ
リ
ア
イ
タ
チ
と
い
う
の
が
お
り
、
こ
れ
は

か
つ
て
は
国
内
で
は
対
馬
に
し
か
分
布
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
毛
皮
を
と
る
目
的
で
飼
育
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
ち
こ
ち
で

逃
げ
出
し
、
西
日
本
中
心
に
広
く
野
生
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
す
。
シ
ベ
リ
ア
イ
タ
チ
は
ニ
ホ
ン
イ
タ
チ
よ
り
も
体
が
大
き
い

の
で
、
同
じ
場
所
に
い
る
と
、
ニ
ホ
ン
イ
タ
チ
は
ど
う
し
て
も
負

け
て
し
ま
い
ま
す
。
幸
い
に
し
て
、
千
葉
県
に
は
ま
だ
シ
ベ
リ
ア

イ
タ
チ
は
侵
入
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
房
総
の
野
山
に
は
、

特
定
外
来
生
物
・
ア
ラ
イ
グ
マ
が
広
く
分
布
し
て
い
ま
す
。
ア
ラ

イ
グ
マ
と
イ
タ
チ
は
、
同
じ
よ
う
な
環
境
で
同
じ
よ
う
な
も
の
を

食
べ
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
お
と
な
の
ア
ラ
イ
グ
マ
の
体
重
は
約

十
k
g
。
肉
食
動
物
同
士
で
こ
こ
ま
で
ウ
エ
イ
ト
が
違
う
と
、
さ

チ
ノ
コ
と
い
う
の
は
ビ
ー
ル

瓶
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
水

辺
に
棲
み
、
縦
に
体
を
く
ね

ら
せ
、
時
に
は
ジ
ャ
ン
プ

し
、
ま
た
声
を
発
す
る
こ
と

も
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
ら

は
、
イ
タ
チ
の
生
態
と
完
全

に
一
致
し
て
い
ま
す
。
夕
暮

れ
時
に
イ
タ
チ
と
出
会
っ
た

人
が
、
変
な
ヘ
ビ
だ
と
思
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
お
か

し
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
全
て
の
目
撃
事
例
を
イ
タ
チ
で
説
明
す
る
の
は
乱
暴
で
し
ょ

う
が
、
中
に
は
イ
タ
チ
を
誤
認
し
た
例
が
相
当
含
ま
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
し
も
こ
の
国
か

ら
イ
タ
チ
が
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
頃
に
は
ツ
チ
ノ
コ
に
出

会
う
人
も
ま
た
消
え
て
い
な
く
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
イ
タ
チ
さ

え
棲
め
な
い
世
界
に
、
幻
の
ヘ
ビ
が
存
在
す
る
余
地
が
あ
る
と
は

到
底
、
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。

ニ
ホ
ン
イ
タ
チ　
M
u
s
t
e
l
a 

i
t
a
t
s
i

ネ
コ
目
イ
タ
チ
科

国
際
自
然
保
護
連
合
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
・
N
T
（
準
絶
滅
危
惧
）

環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
・
V
U
（
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
）

千
葉
県
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
・
A
（
最
重
要
保
護
生
物
）

　
大
島
健
夫

　　
詩
人
。一九
七
四
年
千
葉
県
生
ま
れ
。二
〇一四
年
、二
十
四
時

間
ワ
ンマ
ン
朗
読
ラ
イ
ヴ
完
遂
。詩
の
朗
読
の
日
本
選
手
権・ポ
エ

ト
リ
ー
ス
ラ
ム
ジャパ
ン
二
〇一六
優
勝
。パ
リ
で
開
催
さ
れ
た

ポ
エ
ト
リ
ー
ス
ラ
ム
Ｗ
杯
で
準
決
勝
進
出
。一方
で
ネ
イ
チャー

ガ
イ
ド
と
し
て
も
活
動
。千
葉
県
生
物
多
様
性
セ
ン
タ
ー
勤
務
。

環
境
省
希
少
野
生
動
植
物
種
保
存
推
進
員
。近
著「
外
来
生
物
の
き

も
ち
」（
メ
イ
ツ
出
版
）好
評
発
売
中
。

す
が
に
体
力
面
で
勝
負
に
な
り
ま
せ
ん
。
ア
ラ
イ
グ
マ
が
進
出
し

て
き
た
地
域
で
は
、
イ
タ
チ
が
徐
々
に
姿
を
消
し
て
ゆ
く
と
い
う

事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
六
年
夏
、
ニ
ホ
ン
イ
タ
チ

は
、
I
U
C
N
（
国
際
自
然
保
護
連
合
）
の
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
お

い
て
、
「
N
T
（
準
絶
滅
危
惧
）
」
と
し
て
記
載
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
将
来
的
に
、
「
準
」
の

つ
か
な
い
絶
滅
危
惧
種
と
な
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
ニ
ホ
ン
イ
タ
チ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た

希
少
種
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
以
前
は
、
房
総
丘
陵
を

夜
、
車
で
走
っ
て
い
る
と
、
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
の
前
を
走
り
過
ぎ
る

イ
タ
チ
を
し
ば
し
ば
目
に
し
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
姿
に
遭
遇

す
る
こ
と
は
年
々
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
幸
い
な
こ
と
に
、
上
総
自
然
学
校
フ
ィ
ー
ル
ド
に
は
、
い
ま
だ

に
ま
と
ま
っ
た
数
の
イ
タ
チ
が
生
息
し
て
い
ま
す
。
ア
ラ
イ
グ
マ

が
た
く
さ
ん
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
す
。

　
こ
れ
は
、
や
は
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
ア
ラ
イ
グ
マ
と
イ
タ
チ

が
と
も
に
生
存
で
き
る
だ
け
の
餌
資
源
が
、
川
原
井
の
谷
津
田
に

は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
昔
な
が
ら
の
方
法
で

広
い
面
積
の
田
ん
ぼ
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
魚
や
カ
エ

ル
、
ヘ
ビ
が
数
多
く
生
息
し
て
お
り
、
斜
面
林
に
は
昆
虫
が
た
く

さ
ん
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
上
総
自
然
学
校
の
上
田
さ
ん
と
一

緒
に
、
水
路
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ア
オ
ガ
エ
ル
を
食
べ
る
イ
タ
チ
を

至
近
距
離
か
ら
長
時
間
観
察
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
小
さ
い
け

れ
ど
も
美
し
い
肉
食
獣
・
イ
タ
チ
は
、
里
山
の
水
辺
の
生
態
系
の

象
徴
と
も
い
え
る
魅
力
的
な
存
在
で
す
。

　
こ
れ
は
全
く
私
の
推
論
な

の
で
す
が
、
か
の
幻
の
ヘ
ビ

と
さ
れ
る
「
ツ
チ
ノ
コ
」
の

正
体
の
一
つ
が
、
こ
の
イ
タ

チ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
る
の
で
す
。

　
手
足
が
短
く
、
体
が
柔
軟

で
素
早
く
動
く
イ
タ
チ
は
、

光
の
加
減
な
ど
に
よ
っ
て
ま

る
で
ヘ
ビ
の
よ
う
に
見
え
る

時
も
あ
り
ま
す
。
あ
ま
た
の

目
撃
例
を
参
照
す
る
と
、
ツ

自然学校の里山にてカエルを捕食するイタチ

ツチノコの正体はイタチだった！？

上
総
自
然
学
校
フィー
ル
ド
の
希
少
な
生
き
物
た
ち

　
第
六
回・ニ
ホ
ン
イ
タ
チ

詩
人　
大
島　
健
夫



④

行 事 予 定

“新年の御祈願、厄除けは真光寺で”
　　　　　　　　　年頭祈祷法要のご案内（元日～３日）

 新年の安全・厄除け・諸願成就を祈願いたしますので初詣はぜひ真光寺にご来山ください。
祈祷された方には、願目とお名前を記した木製の祈祷札を授与いたします。祈祷札作成の
都合、来山前にお電話等で代表の方のお名前と願目をお申し込み下さい。事前申込みが無い
場合でもお受けできますが、お待たせすることがございます。
受付時間　午前９時～午後４時まで30分刻み（元日～3日　※３日は正午まで）　

※30分ごとの合同祈祷です。
法要時間　約１５分 
祈 祷  料　3,000円～5,000円程度
願　　意　木札に書き入れます、下記より２つまでお選びいただけます。
　①家内安全　②諸災消除　③諸願成就　④如意吉祥　⑤交通安全
　⑥商売繁盛　⑦厄除守護　⑧身体健全　⑨当病平癒　⑩身体堅固
　⑪良縁祈願　⑫安産祈願　⑬合格祈願　⑭身心堅固　⑮学業増進

千客万来　⑱社運隆昌　⑲風調雨順
その他、車の祈祷等ご希望に応じてご祈祷いたします。
前年の御守、お札等がある方はご持参下さい、お焚き上げいたします。
当山以外の御守・お札でもかまいません。

●御守り、おみくじの販売
例年の御守や、ペット御守ほか多数の御守をご用意しています。好評の
おみくじガチャもありますので是非、一年の運勢を真光寺で占ってみて下さい。

- 10 -



- 11 -

　
令
和
三
年
も
あ
と
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。東
京
で
オ
リ
ン
ピック・パ
ラ
リ
ン
ピック
が

開
催
さ
れ
た
八
月
に
は
全
国
で
二
万
五
千
人
を
突
破
し
た
感
染
者
数
が
九
月
に
入
って
み

る
み
る
減
り
、現
時
点
に
お
い
て
は
東
京
で
も
一桁
を
記
録
す
る
日
さ
え
あ
る
こ
と
に
は
心

底
驚
か
さ
れ
ま
す
が
、世
界
で
五
百
万
人
が
亡
く
な
り
、今
な
お
感
染
の
勢
い
が
止
ま
ら
な

い
国
も
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、依
然
と
し
て
大
惨
事
が
続
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。

　
コ
ロ
ナ
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
こ
の
二
年
ほ
ど
、私
た
ち
は
、た
と
え
さ
さ
い
な
行
動
で
も

「
こ
れ
は
今
や
る
べき
こ
と
か
否
か
」と
自
問
自
答
す
る
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
同
時
に
抑
圧
に
対
す
る
耐
性
の
な
さ
を
思
い
知
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。ビ
ジ
ネ

ス
の
世
界
で
は
一気
に
リ
モ
ー
ト
が
加
速
し
な
が
ら
も
空
虚
さ
は
否
め
ず
、改
め
て
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
ショ
ン
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。こ
う
し
た
気
づ
き
を
得
ら
れ

た
こ
と
を
好
機
と
と
ら
え
て
自
ら
の
脚
下
を
照
顧
し
、旅
行
や
グ
ル
メ
な
ど
消
費
行
動
に
よ

る
快
楽
の
追
求
に
明
け
暮
れ
た
コ
ロ
ナ
以
前
の
あ
り
方
に
、「
人
が
生
き
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
」と
い
う
視
点
を
新
た
に
加
味
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
う
の
で
す
が
、残
念
な

が
ら
そ
う
し
た
人
生
哲
学
に
目
を
向
け
る
論
調
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。経
済
的
に
追
い

詰
め
ら
れ
た
人
が
大
勢
お
ら
れ
る
今
の
大
命
題
が
消
費
の
回
復
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、

そ
れ
も
仕
方
の
な
い
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、第
六
波
を
迎
え
る
こ

と
な
く
収
束
す
る
よ
う
心
よ
り
祈って
い
ま
す
。

　
今
年
の
出
来
事
と
し
て
特
に
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、二
月
一日
、ミャ
ン
マ
ー
で
発
生
し

た
国
軍
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
で
す
。現
地
発
の
ニュー
ス
は
見
聞
に
堪
え
な
い
凄
惨
な
も
の

で
し
た
。私
が
専
務
理
事
を
務
め
る
シャ
ン
ティ国
際
ボ
ラ
ン
ティア
会
は
ミャ
ン
マ
ー
国
内

に
三
つ
の
拠
点
を
構
え
、子
ど
も
た
ち
の
教
育
改
善
活
動
を
行って
い
ま
す
。「
銃
声
が
近
づ

い
て
い
る
」「
爆
発
音
が
し
た
」な
ど
、怯
え
る
様
子
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わって
く
る
報
告
や
、

弾
圧
を
続
け
る
国
軍
に
対
す
る
怒
り
な
ど
、現
場
の
職
員
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
声
が
届
き
ま

し
た
。「
国
軍
の
横
暴
を
看
過
で
き
な
い
」と
言
って
退
職
し
、民
主
化
運
動
に
身
を
投
じ
た

人
も
い
ま
す
が
、多
く
の
現
地
職
員
は「
こ
う
い
う
時
だ
か
ら
こ
そ
取
り
残
さ
れ
た
人
、弱
い

人
々
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
、で
き
る
限
り
や
る
の
が
N
G
O
の
使
命
で
あ
る
」と
い
う

信
念
の
も
と
、危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
粛
々
と
業
務
を
続
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。自
ら

の
国
を
愛
し
、少
し
で
も
良
く
し
た
い
と
い
う
思
い
が
と
て
も
強
い
の
で
す
。そ
れ
は
民
主

化
運
動
に
向
か
う
人
々
も
、私
共
の
職
員
も
同
じ
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　
紛
争
地
で
の
活
動
は
と
て
も
危
険
で
難
し
い
も
の
と
な
り
ま
す
。軍
事
政
権
あ
る
い
は
民

主
化
勢
力
の
ど
ち
ら
か
に
与
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
れ
ば
、た
だ
ち
に
攻
撃
を
受
け
ま
す
。

し
か
し
シャ
ン
ティ
は
で
き
る
限
り
活
動
を
継
続
し
よ
う
と
模
索
を
続
け
て
い
ま
す
。小
さ

な
力
で
あって
も
、日
本
か
ら
そ
れ
を
届
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
す
。悲
惨
な
戦
争

を
経
験
し
、そ
の
後
平
和
主
義
に
徹
し
て
こ
れ
ま
で
繁
栄
し
て
き
た
日
本
だ
か
ら
こ
そ
、

「
争って
は
な
ら
な
い
、戦
争
は
不
幸
し
か
生
ま
な
い
」と
い
う
メッ
セ
ー
ジ
を
届
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思って
い
ま
す
。

　
私
に
とって
ミャン
マ
ー
は
特
別
な
国
で
す
。私
の
父
は
昭
和
三
十
三
年
頃
、全
日
本
仏
教

会
の
留
学
生
に
選
ば
れ
て
ビ
ル
マ（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）へ
派
遣
さ
れ
、一年
半
に
わ
た
り
上
座
部

仏
教
の
僧
侶
と
し
て
修
行
し
ま
し
た
。そ
の
時
の
過
酷
な
環
境
が
影
響
し
た
の
で
し
ょ
う

か
、十
年
後
に
幼
児
の
私
と
乳
飲
み
子
の
妹
を
残
し
、病
没
し
て
し
ま
い
ま
す
。私
は
物
心
つ

い
て
か
ら
と
い
う
も
の
、父
の
書
斎
に
行って
は
ビ
ル
マ
修
行
時
代
の
記
録
や
日
記
な
ど
を

読
ん
で
成
長
し
ま
し
た
。そ
こ
に
は
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
陸
軍
に
従
軍
し
、戦
争
に
加
担
し

た
こ
と
への
懺
悔
の
念
が
綿
々
と
綴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。お
そ
ら
く
父
は
権
力
に
迎
合
し
た

日
本
仏
教
を
離
れ
釈
迦
の
純
粋
な
仏
法
を
求
め
よ
う
と
、慣
れ
な
い
地
で
修
行
生
活
を
送っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
費
用
は
土
地
と
家
を
売
って
工
面
し
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、相

当
の
覚
悟
だった
の
で
し
ょ
う
。

　
従
軍
し
た
父
の
み
な
ら
ず
、戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け
辛
う
じ
て
生
き
残った
日
本
人
は
、無

謀
で
無
益
な
戦
争
に
よって
お
び
た
だ
し
い
人
々
が
亡
く
なった
こ
と
を
心
に
刻
み
、何
よ

り
も
命
を
大
切
に
す
る
国
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
努
力
し
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。そ

の
結
果
が
高
度
な
医
療
や
皆
保
険
な
ど
、社
会
制
度
の
充
実
で
あ
り
、武
装
組
織
で
は
あ
り

な
が
ら
も
戦
闘
行
為
に
よ
り
人
の
命
を
奪った
こ
と
は
か
つ
て一度
も
な
い
自
衛
隊
と
い
う

存
在
で
あった
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
た
び
の
コ
ロ
ナ
禍
が
世
界
の
人
々
を
窮
地
に
追
い
込
ん
だ
こ
と
を
教
訓
と
し
て
、私

た
ち
は
こ
の
先
ど
の
よ
う
な
世
の
中
を
志
向
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。疫
病
の
み

な
ら
ず
、戦
争
や
災
害
な
ど
、惨
禍
は
こ
れ
か
ら
も
繰
り
返
し
襲って
く
る
で
し
ょ
う
。智
慧

の
力
を
もって
繰
り
返
し
の
ル
ー
プ
を
脱
す
る
こ
と
を
解
脱
と
い
い
ま
す
。そ
の
第
一歩
と

な
る
の
が
自
ら
を
見
つ
め
直
す
こ
と
な
の
で
す
。

　
お
正
月
は
そ
の
絶
好
の
機
会
で
す
。御
本
尊
様
の
御
前
に
新
た
な一年
の
目
標
を
誓
う
御

祈
祷
も
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
菩
提
寺
で
あ
る
真
光
寺
に
皆
様
お
揃
い
で
御

参
詣
く
だ
さ
い
。　
　                                        

　
合
　
掌
　
　
　
　
　
　
　
　
　                              

真
光
寺
住
職
　
岡
本
和
幸             

　
　
　                  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行 事 予 定

《縁の会会員》七日法要

感染予防のため梅花練習は約2年休止しておりましたが、
いよいよ再開いたします。初めての方にも丁寧にご指導
いたしますので、ぜひ 1度ご参加ください。
2月　 8日・22日　　5月　10日・24日
3月　 8日・22日　　6月　14日・28日
4月　12日・26日　　7月　12日・26日
時間　5月～ 9月は 19 時半より、10月～ 4月は 19 時
　　　より
※ご詠歌はお釈迦さまの御教えを讃え、ご先祖さまをう
やまう心をやさしい旋律にのせお唱えするものです。

　

ご詠歌練習日

真光寺と駅、バスターミナル間の送迎もありますのでご希望の方は裏表紙をご参照ください。

《どなたでも参加できます》

日時：1月7日（金）　11 時より授戒式・月例供養、昼食 ( お餅つき ) 午後は年頭祈祷法要
　　　2月7日（月）　11 時より授戒式・月例供養、昼食 ( 精進料理 ) 午後は坐禅・写経・写仏
　　　3月7日（月）　11 時より授戒式・月例供養、昼食 ( 精進料理 ) 午後は坐禅・写経・写仏
　　　4月7日（木）　11 時より授戒式・月例供養、昼食 ( お弁当 ) 午後は花まつり法要と植樹祭
　　　5月7日（土）　11 時より授戒式・月例供養、昼食 ( 精進料理 ) 午後は坐禅・写経・写仏
　　　6月7日（火）　11 時より授戒式・月例供養、昼食 ( 精進料理 ) 午後は坐禅・写経・写仏
　　　※要予約　　
      ※午前、午後のみの出席もできます。　
　

日時：3月21日（月祝）14 時より
春の彼岸法要を行い、ご先祖さまを供養致します。
法要後には余興を予定しております。

《檀信徒》山門春彼岸法要

日時：1月3日（月）14 時より
檀信徒皆様の一年の安全、諸願成就を祈願し、
ご祈祷法要を行います。

《檀信徒》修正会

日時：3月21日（月祝）　11 時より
縁の会合同での春彼岸法要を行います。
昼食 ( お弁当 ) のご用意をいたしますので、参列申込
みの際にお弁当の要・不要をお伝え下さい。
欠席の場合でも御回向のみ、お塔婆のみのご供養も
お受けいたしますのでお申し付け下さい。
※要予約
　

《縁の会会員》縁の会春彼岸法会

精進料理と聖典講読の会

日時： 3月15日（火）　午前 11 時より午後 2時半頃
費用：3,000 円（昼食付）　
定員：10 名　
　戒名を考えることは、人生を振り返ることです。午前
中は戒名にまつわる仏教知識を学び、昼食に精進料理
を頂きます。午後は住職指導のもと、実際に戒名を考
えます。考えた戒名は後日の授戒式にて正式に住職よ
りお授けし、位牌に刻銘の上、観音堂にご安置します。
※要予約
※持ち物：漢和辞典

《縁の会会員   特に未授戒の方》戒名を考える会

《どなたでも参加できます》

日時：　     1 月 27日（木）　　
　　　　2月28日（月）
　　　　3月24日（木）　　　
午前 11 時～午後 2時 30 分
費用：3,000 円　昼食付（精進料理）
  住職による仏教解説の後、一緒に食事をして、午
後は坐禅や写経をいたします。※要予約

精進料理と聖典講読の会
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各種お申込み連絡先

TEL   0438-75-7414 (代表)　 TEL   0438-75-7365 (縁の会事務局)　 FAX  0438-75-7630
　e-mail  ennokai@shinko-ji.jp (縁の会)           satoyama@shinko-ji.jp (上総自然学校)  

真光寺　　〒299-0201 千葉県袖ヶ浦市川原井634　

送迎のご案内【午後】
□電車の方
　・上り電車の方（快速逗子行き）
　　JR内房線「袖ヶ浦駅」13時05分着
　・下り電車の方（千葉駅発木更津行き）
　　JR内房線「袖ヶ浦駅」12時50分着
□バスの方
【土日祝】
　・品川発12時00分→袖ヶ浦BT12時52分着
　・横浜発12時00分→袖ヶ浦BT12時46分着
　・川崎発11時45分→袖ヶ浦BT12時47分着
　・新宿発11時50分→袖ヶ浦BT12時55分着

【平　日】
　・品川発11時50分→袖ヶ浦BT12時42分着
　・横浜発12時00分→袖ヶ浦BT12時46分着
　・川崎発10時45分→袖ヶ浦BT11時47分着
　・新宿発11時50分→袖ヶ浦BT12時55分着

送迎のご案内【午前】
□電車の方
　・上り電車の方（君津発千葉行き）
　　JR内房線「袖ヶ浦駅」10時05分着
　・下り電車の方（快速君津行き）
　　JR内房線「袖ヶ浦駅」10時10分着
□バスの方
【土日祝】
　・品川発9時00分→袖ヶ浦BT9時52分着
　・横浜発9時00分→袖ヶ浦BT9時46分着
　・川崎発8時55分→袖ヶ浦BT9時57分着
　・新宿発8時50分→袖ヶ浦BT9時48分着

【平　日】
　・品川発9時00分→袖ヶ浦BT9時52分着
　・横浜発9時00分→袖ヶ浦BT9時46分着
　・川崎発8時40分→袖ヶ浦BT9時30分着
　・新宿発8時50分→袖ヶ浦BT9時48分着

　

　・東京発9時15分→袖ヶ浦BT10時05分着

　・東京発9時15分→袖ヶ浦BT10時05分着

　・東京発11時50分→袖ヶ浦BT12時40分着

　・東京発11時50分→袖ヶ浦BT12時40分着

行 事 予 定

日時：毎月第 2・第 4土曜日
　　　15 時～ 16 時 30 分
　坐禅初心者の方もやさしくご指導いたしますので
気軽にご参加ください。足が組めない方も椅子坐
禅で無理がないように参加いただけます。休憩を
はさんで 2回坐禅を組みます。

坐禅会 《どなたでも参加できます》

日時：毎月第１・第３水曜日　
　　　13 時 30 分～ 16 時 30 分
費用：3,500 円 /１回参加
　仏師の先生にご指導頂き仏像を彫っていきます。
初めての方でも大丈夫です。それぞれの方に応じた
ペースで、取り組みます。 参加者が 3 名以上で開催
いたします。 ※要予約

《どなたでも参加できます》仏像彫刻体験教室

日時：4月4日（月）～5日（火）
　　　14 時から翌日13 時 30 分解散
費用：8,000 円　1泊 3食　
　初心者の方も大歓迎！日本棋院六段の先生に基礎から
教わり、囲碁をはじめてみませんか？日帰りのご参加も
可能ですのでお問い合わせください。
※要予約　

真光寺囲碁の会
初心者入門基礎講座 《どなたでも参加できます》

坐禅会




