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平
成
三
十
年
の
年
、
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か
に
新
年

を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
存
じ
上
げ
ま
す
。
日
頃
は
ご
信
心
で
、
定
福
寺

の
護
持
発
展
の
為
、
ご
法
縁
を
賜
り
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
当

山
は
、
ご
本
尊
さ
ま
、
諸
菩
薩
、
諸
護
法
神
、
皆
さ
ま
方
の
お
陰
さ
ま

で
仏
法
興
隆
、
伽
藍
安
穏
の
途
に
あ
り
ま
す
。
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。
定
福
寺
は
多
く
の
方
々
の
ご
縁
に
よ
り
あ
り
ま
す
。
江
戸
時

代
や
明
治
時
代
に
御
寄
進
を
頂
い
た
法
具
や
鐘
、
経
机
に
は
、
豊
永
郷

に
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
姓
の
方
々
も
多
く
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
字

通
り
、
定
福
寺
に
ご
縁
の
あ
っ
た
多
く
の
方
々
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き

ま
し
た
。

　

お
寺
も
皆
さ
ま
と
同
様
に
、
多
く
の
つ
な
が
り
の
中
で
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
を
実
感
い
た
し
ま
す
。
人
は
、
知
人
や
友
人
、
家
族
、
い
つ

も
い
く
お
店
の
人
な
ど
、
深
い
つ
き
あ
い
、
浅
い
つ
き
あ
い
に
関
わ
ら

ず
多
く
の
人
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
活
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
現

在
、
生
活
を
す
る
人
ど
う
し
の
つ
な
が
り
を
「
横
の
つ
な
が
り
」
と
す

る
な
ら
ば
、
今
、
私
た
ち
が
こ
こ
に
い
る
原
因
で
あ
る
、
両
親
や
祖
父
母
、

ま
た
今
は
亡
き
多
く
の
ご
先
祖
さ
ま
た
ち
な
ど
、
見
え
な
い
人
々
と
の

「
縦
の
つ
な
が
り
」
も
あ
り
ま
す
。
中
島
み
ゆ
き
さ
ん
の
『
糸
』
と
い

う
歌
に
「
縦
の
糸
は
あ
な
た　

横
の
糸
は
私　

織
り
な
す
布
は　

い
つ

か
誰
か
を
暖
め
う
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
り
ま
す
。
私

た
ち
各
人
が
縦
の
つ
な
が
り
、
横
の
つ
な
が
り
を
紡
ぎ
な
が
ら
生
活
を

し
て
い
ま
す
。
紡
ぐ
と
き
に
重
要
な
の
は
、
布
を
「
織
る
人
」
で
す
。

そ
の
人
を
動
か
し
て
い
る
の
は「
心
」で
す
。「
心
と
は
な
ん
で
す
か
？
」

と
問
わ
れ
る
と
皆
さ
ん
は
、
な
ん
と
答
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
心

は
不
思
議
な
も
の
で
、
形
や
色
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
品
物
を
見

定
め
る
よ
う
な
方
法
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
る
人
は
頭
を

指
し
て
脳
に
心
が
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
の
心
は
、

人
の
身
体
と
無
関
係
に
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
は

あ
る
意
味
で
正
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

心
に
つ
い
て
チ
ベ
ッ
ト
密
教
の
最
高
指
導
者
で
あ
る
ダ
ラ
イ
ラ
マ
法

王
は
、「
人
生
の
幸
福
や
悲
し
み
は
、
心
の
強
さ
や
知
性
し
だ
い
で
左

右
さ
れ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
間
の
行
動
の
全
て
に
お

い
て
原
因
と
な
る
心
。
心
を
鍛
え
る
こ
と
は
、
苦
し
み
を
避
け
、
取
り

除
き
、
幸
せ
に
な
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
だ
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま

す
。
学
生
か
ら
社
会
人
ま
で
様
々
な
場
面
で
決
断
を
迫
ら
れ
ま
す
。
そ

の
時
、
眼
前
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
、
行
動
す
る
の
か
は
、

各
人
の
心
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
心
で
感
じ
た
こ

と
、
頭
で
考
え
た
こ
と
が
、
身
体
や
言
語
を
使
う
行
動
に
な
り
ま
す
。

「
心
を
鍛
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
仏
教

で
は
心
を
鍛
え
る
方
法
を
お
釈
迦
さ
ま
以
来
、
お
大
師
さ
ま
、
ま
た
多

く
の
僧
侶
が
二
五
〇
〇
年
間
学
び
、
引
き
継
い
で
き
ま
し
た
。
仏
教
で

は
、「
心
を
鍛
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
心
が
良
い
方
向
に
変
わ
る
こ

と
で
す
。
心
の
悪
い
性
質
が
少
な
く
な
り
、
や
が
て
無
く
な
る
こ
と
で
、

そ
し
て
良
い
性
質
が
増
え
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
心
に
は
物
心
が
つ
い

た
幼
い
こ
ろ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て

が
、
こ
れ
か
ら
歩
む
生
活
が
よ
り
よ
く
な
る
た
め
の
糧
に
な
り
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

住
職　

釣
井　

龍
秀
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祖
父
母
に
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
、
両
親
に
言
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
、

家
族
が
大
事
に
し
て
き
た
も
の
、
友
人
と
共
に
経
験
し
た
こ
と
す
べ
て

が
、
心
に
蓄
え
ら
れ
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
を

判
断
し
、
行
動
す
る
原
因
の
「
心
」
と
な
り
ま
す
。

　

前
号
で
少
し
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
明
治
時
代
の
廃
仏

毀
釈
の
時
、
定
福
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
野
本
進
甲
師
は
、
豊
永
郷
の

人
々
、
ま
た
定
福
寺
に
ご
縁
の
あ
る
方
々
の
支
え
に
よ
っ
て
、
当
山
が

廃
寺
を
免
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
す
ぐ
弟
子
の
猪
狩
真
浄
師
に
定

福
寺
を
任
せ
、
野
本
師
は
山
を
越
え
馬
路
村
か
ら
海
沿
い
を
通
り
、
土

佐
市
、
土
佐
市
か
ら
山
を
越
え
て
本
山
の
東
光
寺
ま
で
身
体
と
言
葉
を

使
い
、
お
寺
の
復
興
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
様
子
を
伝
え
聞
い

た
弟
子
の
猪
狩
師
が
記
し
た
記
録
が
、
当
山
に
残
っ
て
い
ま
す
。
野
本

進
甲
師
は
、
ご
自
分
の
利
益
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
の
目
線
に
立
ち
、

行
動
を
さ
れ
ま
し
た
。
定
福
寺
の
護
持
興
隆
、
伽
藍
安
穏
に
大
き
く
ご

尽
力
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
高
知
県
内
の
多
く
の
ご
寺
院
の
護
持
興

隆
に
努
め
ら
れ
た
方
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
行
動
が
で
き
た
の
も
、
多

く
の
方
々
の
支

え
が
あ
っ
た
か

ら
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
野
本

進
甲
師
が
四
月

一
日
に
遷
化
さ

れ
、
本
年
が
百

回
忌
と
な
り
ま

す
。
本
年
の
土

砂
加
持
法
要
に

は
、
野
本
進
甲

師
と
ご
縁
の
あ
る
ご
持
院
さ

ま
に
も
お
越
し
い
た
だ
く
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

土
砂
加
持
法
要
の
ご
法
話
を

総
本
山
智
積
院
阿
闍
梨
大
森

真
弘
師
に
お
願
い
し
、
来
寺

い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。
是
非
、
皆
さ
ま
お
参

り
に
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
せ
。

　

定
福
寺
が
開
基
さ
れ
て
六

年
後
に
一
三
〇
〇
年
を
迎
え

ま
す
。
ま
た
五
年
後
は
、
弘

法
大
師
・
空
海
さ
ま
が
誕
生

さ
れ
て
一
二
五
〇
年
の
年
と

な
り
ま
す
。
多
く
の
皆
様
方

か
ら
の
ご
縁
を
頂
き
な
が
ら
、

定
福
寺
は
現
在
ま
で
皆
さ
ま

が
「
安
心
し
て
生
活
が
で
き

ま
す
よ
う
に
」
と
お
祈
り
を

さ
せ
て
頂
き
、
見
つ
め
続
け

て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て

多
く
の
方
々
に
定
福
寺
は
見

守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
同
様
に
お
祈
り
を
さ
せ

て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

野本進甲師

猪狩真浄師による野本進甲師の復興記録猪狩真記録
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定
福
寺
で
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
土

砂
加
持
法
要
が
厳
修
さ
れ
て
い
ま
す
。

土
砂
加
持
と
は
、
光
明
真
言
に
よ
っ
て

土
砂
を
加
持
し
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
や

お
墓
に
散
ず
る
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い

る
お
祈
り
で
す
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
敦

煌
に
あ
る
莫
高
窟
二
一
七
窟
南
壁
に
土

砂
加
持
を
行
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
日
本
で
は
弘
法
大
師
が
持

ち
帰
っ
た
『
不
空
羂
索
毘
盧
遮
那
仏
大

灌
頂
光
真
言
』
と
い
う
経
典
に
光
明
真

言
が
あ
り
、
真
言
宗
や
天
台
宗
で
九
世

紀
後
半
か
ら
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
十
世
紀
後
半
に
は
「
光
明
真
言
に

よ
る
土
砂
加
持
」
が
行
わ
れ
始
め
ま
し

た
。
定
福
寺
の
ご
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来

で
す
が
、
光
明
真
言
と
阿
弥
陀
如
来

は
深
い
結

び
つ
き
が

あ
り
ま
す
。

定
福
寺
で

は
、
高
知

県
下
の
結

集
寺
院
の

皆
様
の
お

力
を
頂
き
、

土
砂
を
加

持
し
、
お

参
り
に
お
越
し
に
な
ら
れ
た
方
々
に
お

渡
し
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

土
砂
加
持
法
要
は
、
ご
縁
の
方
が
亡

く
な
ら
れ
た
最
初
の
年
度
に
、
皆
様
に

お
入
り
頂
い
て
い
ま
す
。
土
砂
加
持
に

加
入
頂
い
た
方
は
、
土
砂
加
持
供
養
永

代
名
簿
に
記
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
加
入

に
際
し
ま
し
て
加
入
時
の
み
土
砂
加
持

供
養
と
し
て
三
万
円
を
頂
い
て
お
り
ま

す
。
一
度
加
入
頂
く
と
土
砂
加
持
供
養

永
代
名
簿
に
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
の
で
、
以
後
毎
年
四
月
一
日
に

は
お
祈
り
を
さ
せ
て
頂
き
、
十
五
年
間

ご
案
内
も
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。
四
月

一
日
と
い
う
こ
と
で
、
お
越
し
頂
け
な

い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、

お
越
し
に
な
ら
れ
な
く
と
も
、
四
月
一

日
に
は
土
砂
加
持
名
簿
に
て
ご
供
養
を

さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
ご
安
心
く
だ

さ
い
ま
せ
。
二
年
目
以
降
も
お
越
し
頂

き
、
当
日
受
付
に
て
お
申
込
み
頂
き
お

供
え
い
た
だ
け
れ
ば
、
ご
供
養
の
お
土

砂
と
お
札
を
お
受
け
い
た
だ
く
こ
と
も

で
き
ま
す
。
当
日
お
越
し
頂
け
な
い
方

は
、
電
話
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
お
手
紙
等

で
お
申
込
み
頂
き
送
金
い
た
だ
け
れ
ば
、

後
日
、
お
墓
に
お
持
ち
い
た
だ
く
、
お

土
砂
と
お
札
を
郵
送
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

行
基
菩
薩
、興
教
大
師
安
置

興教大師 行基菩薩

　

江
戸
時
代
に
土
佐
藩
に
残
る

記
録
に
は
、
定
福
寺
開
基
の
ご

縁
が
僧
侶
の
行
基
さ
ま
に
あ
る

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

定
福
寺
の
江
戸
時
代
の
記
録
に

は
、「
行
基
菩
薩
像
が
破
損
し

た
」
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
定
福
寺
に
は
現

存
い
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
数

年
前
、
義
光
僧
正
が
植
え
ら
れ

た
槐
（
エ
ン
ジ
ュ
）
の
木
を
は・

や・

す・

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
長

老
が
残
念
に
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
山
本
光
子
様
と
山
本
倫
世

様
の
ご
縁
を
頂
き
、
御
親
族
の

菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
そ
の
木

を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
行
基

菩
薩
さ
ま
と
興
教
大
師
さ
ま
を

長
老
の
二
女
高
田
明
仏
師
を
は

じ
め
、
仏
師
の
方
々
の
手
に

よ
っ
て
造
立
し
て
い
た
だ
く
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
仏
さ

ま
が
昨
年
春
完
成
し
、
当
山
に

お
迎
え
す
る
好
機
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
大
変
あ
り
が

た
い
こ
と
で
し
た
。

土
砂
加
持
法
要
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不
動
明
王
来
寺

　

定
福
寺
に
新
た
に
不
動
明
王

座
像
、
矜
羯
羅
童
子
（
こ
ん
が
ら

ど
う
じ
立
像
、
制
多
迦
童
子
（
せ

い
た
か
ど
う
じ
）
立
像
を
お
迎
え

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
尊
い
仏
さ
ま
は
、
神
奈
川

県
で
個
人
が
不
動
堂
を
増
築
さ

れ
所
蔵
い
た
し
て
お
り
ま
し
た

仏
さ
ま
で
、
先
祖
代
々
大
切
に

受
け
継
が
れ
、
お
祈
り
さ
れ
て

き
た
仏
さ
ま
で
す
。
古
い
仏
さ

ま
で
あ
り
、
所
蔵
さ
れ
て
い
た
方

が
、
吉
田
安
成
仏
師
に
修
復
を
お

願
い
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
所

蔵
さ
れ
て
い
た
方
は
、
将
来
の
仏

さ
ま
の
様
子
を
御
心
配
さ
れ
て
い

る
旨
を
吉
田
仏
師
に
お
伝
え
い
た

し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

折
に
、
別
件
で
吉
田
仏
師
が
定
福

寺
を
二
度
訪
れ
る
機
会
が
あ
ま
し

た
。
二
度
目
に
お
越
し
頂
い
た
際
、

不
動
三
尊
の
お
話
を
お
伺
い
ま
し

た
。
大
変
な
好
機
で
あ
り
、
あ
り

が
た
い
お
申
し
出
で
ご
ざ
い
し
た
。

　

吉
田
仏
師
は
、
一
度
お
越
し
頂

い
た
時
、
定
福
寺
の
様
子
に
好
感

を
も
た
れ
、
お
不
動
様
を
所
蔵
さ

れ
て
い
る
方
に
お
話
を
さ
れ
た
と

の
こ
と
で
し
た
。
何
度
も
お
伝
え

言
い
た
し
ま
す
が
、
定
福
寺
を
こ

の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
だ
け
る
の

も
す
べ
て
代
々
定
福
寺
に
ご
縁
の

あ
る
方
々
が
、
見
守
り
続
け
て
く

だ
さ
っ
た
お
陰
様
で
す
。
定
福
寺

は
不
思
議
な
こ
と
に
、
梶
ヶ
森
の

十
一
面
観
音
さ
ま
を
は
じ
め
、
多

く
の
仏
さ
ま
が
豊
永
郷
の
外
か
ら

伝
え
ら
れ
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

吉
田
仏
師
は
、
長
老
の
二
女
で
仏

師
の
高
田
明
の
元
同
僚
で
あ
り
、

吉
田
仏
師
の
奥
様
は
、
私
の
高
校

時
代
の
後
輩
と
い
う
ご
縁
で
す
。

写
真
の
仏
さ
ま
は
、
脇
仏
の
矜
羯

羅
童
子
立
像
、
制
多
迦
童
子
立
像

で
約
一
メ
ー
ト
ル
で
す
。
不
動
明

王
は
台
座
か
ら
約
二
メ
ー
ト
ル
の

仏
さ
ま
で
、
定
福
寺
の
ご
本
尊
の

阿
弥
陀
如
来
、
薬
師
如
来
、
地
蔵

菩
薩
よ
り
大
き
な
仏
さ
ま
で
す
。
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◆
駐
車
場
再
建

　

い
つ
も
お
使
い
い
た
だ
い
て
い

ま
す
、
鐘
楼
堂
の
西
側
の
駐
車
場

が
、
老
朽
化
と
雨
漏
り
に
よ
り
早

急
に
再
建
が
必
要
な
状
態
と
な
っ

て
い
ま
す
。
道
路
と
駐
車
場
の
間

に
は
段
差
が
で
き
、
そ
の
境
目
か

ら
雨
水
が
数
十
年
前
よ
り
入
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。
鉄
筋
の
一
部
が

腐
食
し
、
下
か
ら
見
た
駐
車
場
の

床
の
鉄
は
、
完
全
に
無
く
な
り
コ

ン
ク
リ
ー
ト
が
む
き
出
し
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
駐
車
場
の
表
面

は
陥
没
が
始
ま
っ
て
お
り
、
近
い

将
来
危
険
に
な
る
と
判
断
い
た
し

ま
し
た
。
そ
こ
で
駐
車
場
の
再
建

を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
の
駐
車
場
は
、
広
さ
の
割

に
は
車
の
台
数
を
止
め
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
で
す
が
、
新
た
な

駐
車
場
は
、
茶
畑
方
面
に
少
し
広

げ
ま
す
。
ま
た
駐
車
場
の
下
に
も

駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
用
意
し
、
現
在

の
ト
イ
レ
を
水
洗
の
多
目
的
ト
イ

レ
に
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、

こ
れ
か
ら
は
持
仏
堂
（
お
盆
や
お

彼
岸
、
ご
法
事
を
お
こ
な
っ
て
い

る
お
堂
）ま
で
、車
い
す
や
ベ
ビ
ー

カ
ー
で
も
お
越
し
頂
け
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
し

ば
ら
く
の
間
工
事
を
い
た
し
ま
す

の
で
、
ご
不
便
、
ご
迷
惑
を
お
か

け
い
た
す
こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ

い
。

◆
檀
信
徒
会
館
再
建

　

現
在
、
檀
信
徒
会
館
と
し
て
使

用
し
て
い
ま
す
建
物
は
、
十
五
年

前
ま
で
は
「
定
福
寺
ユ
ー
ス
ホ
ス

テ
ル
」
で
し
た
。
長
老
が
ユ
ー
ス

ホ
ス
テ
ル
協
会
よ
り
借
り
入
れ
を

し
、
建
設
さ
れ
た
も
の
で
し
た
が
、

「
定
福
寺
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
」
の

閉
館
を
き
っ
か
け
に
、
定
福
寺
檀

信
徒
会
館
と
な
り
ま
し
た
。
皆
様

に
は
、
ご
法
事
後
の
お
食
事
や
お

盆
や
お
彼
岸
な
ど
法
要
時
の
食
事
、

ま
た
様
々
な
講
習
会
や
会
合
の
場

と
し
て
檀
信
徒
の
皆
様
や
定
福
寺

へ
の
参
拝
団
の
皆
様
の
接
待
所
と

し
て
御
使
用
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。

　

こ
の
檀
信
徒
会
館
の
前
建
築
物

は
、
昭
和
四
十
二
年
に
建
築
さ
れ
、

現
在
の
会
館
の
一
階
ホ
ー
ル
部
分

に
屋
根
が
あ
る
モ
ノ
で
し
た
。
そ

の
後
昭
和
四
十
八
年
に
柱
だ
け
残

し
、
外
に
広
げ
、
更
に
前
建
築
物

再
建
に
つ
い
て

を
覆
う
形
で
増
築
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
最
初
の
建
築
か
ら
五
十
年
が

経
過
し
、
老
朽
化
が
進
み
、
ま
た

地
盤
が
不
安
定
な
状
態
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
大
豊
町
内
で
不

特
定
多
数
の
人
が
集
ま
る
場
所
で
、

唯
一
水
洗
ト
イ
レ
が
完
備
さ
れ
て

い
な
い
建
物
で
あ
り
、
耐
震
が
な

さ
れ
て
い
な
い
唯
一
の
建
造
物
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
お
手
洗
い

や
廊
下
は
狭
く
、
床
に
座
る
構
造

に
な
っ
て
い
る
た
め
、
使
い
づ
ら

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
六
年
後
の
定

福
寺
開
基
一
三
〇
〇
年
、
五
年
後

の
弘
法
大
師
空
海
生
誕
一
二
五
〇

年
、
住
職
晋
山
、
不
動
三
尊
安
置

を
記
念
し
、
再
建
を
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
助
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

詳
細
な
予
定
や
計
画
は
、
後
日

お
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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昨
年
、
師
走
の
好
日
、
私
の
毛
筆
は
自
然

に
動
き
「
世
界
の
平
和
は
、
合
掌
の
心
で
話

し
合
う
こ
と
で
あ
る
」
と
、
大
切
に
記
録
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
現
在
、
宇

宙
的
に
争
い
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
出
来
る
こ
と
は
、
仏
教
で
教
え

ら
れ
て
い
る
、
輪り
ん
ね
て
ん
し
ょ
う

廻
転
生
の
思
想
に
よ
り
、

宇
宙
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
い
の
ち
も

全
て
、
私
達
の
い
の
ち
と
繋つ
な

が
っ
て
い
る
、

同
一
の
も
の
で
あ
る
と
云
う
思
い
が
根
底
に

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
宇
宙
の
い
の
ち
と
自
分

は
繫
が
っ
て
い
る
、
貴
い
い
の
ち
の
中
で
生

か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
（
生
き
も
の
の
共き
ょ
う
せ
い生

共き
ょ
う
ぞ
ん
存
）
で
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
の
供
養
に
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
中
で
、

一
、
放ほ
う
じ
ょ
う
え

生
会
（
旧
八
月
十
五
日
）

　
　

捕
ら
え
た
生
き
も
の
を
放は
な

し
て
あ
げ
る

日
。

生い

の

ち命
、
平へ

い

和わ

の
根
源
を
求
め
て

長
老　

釣
井　

龍
宏

一
、
魚ぎ
ょ
る
い
し
ょ
う
り
ょ
う
く
よ
う
ひ

類
精
霊
供
養
碑

　
　

海
や
湖
・
川
等
の
魚
を
捕
え
て
仕
事
に

し
て
い
る
方
々
が
、
湖
畔
の
ほ
と
り
に

碑
を
立
て
て
供
養
し
て
い
る
。

一
、
鳥ち
ょ
う
じ
ゅ
う
く
よ
う
と
う

獣
供
養
塔
＝
鳥
や
け
だ
も
の
等
を
捕

え
て
い
る
方
々
が
、
供
養
の
為
に
建
立

さ
れ
て
い
る
供
養
塔
で
す
。

　

そ
の
他
に
箸は
し

供
養
や
針は

り

供
養
等
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
姿
は
、
全
て
の
い・

の・

ち・

に
対
す
る
感

謝
と
祈
り
に
対
す
る
貴
い
姿
で
あ
り
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
が
実
践
さ
れ
、
今
日
に
伝
わ
っ

て
い
る
、
五ご

戒か
い

や
十じ
ゅ
う
ぜ
ん
か
い

善
戒
は
、
い
ず
れ
も
第

一
条
に
、
不ふ
せ
っ
し
ょ
う
か
い

殺
生
戒
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
最
古
の
経
典
ダ
ン

マ
・
パ
ダ
＝
法ほ
っ
く
ぎ
ょ
う

句
経
の
第
十
の
暴
力
の
章
に
、

次
の
様
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

○
全
て
の
者
は
、
暴
力
に
怯お
び

え
る
。
す
べ
て

の
者
は
、
死
を
怖お
そ

れ
る
。

　
　

自
分
の
身
に
引
き
比
べ
て
殺
し
て
は

な
ら
な
い
。（
不
殺
生
の
根
本
理
由
）

○
全
て
の
者
は
、
暴
力
に
怯
え
る
、
生
は
、

全
て
の
者
が
愛
好
す
る
。

　
　

自
分
の
身
に
引
き
比
べ
て
殺
し
て
は

な
ら
ぬ
、
人
を
し
て
殺
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
。

○
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
安
ら
ぎ
を
欲

す
る
。

　
　
「
他
」
を
暴
力
で
殺
害
し
て
、
自
分
の

安
ら
ぎ
を
求
め
る
者
は
、
死
後
安
ら
ぎ
を

得
な
い
。

○
生
き
と
し
生
け
る
者
は
、
安
ら
ぎ
を
欲
す

る
。

　
　
「
他
」
を
暴
力
で
殺
害
せ
ず
、
自
分
の

安
ら
ぎ
を
求
め
る
も
の
は
、
死
後
も
安
ら

ぎ
を
得
る
。
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○
さ
ら
に
「
殺
す
の
を
傍ぼ
う
か
ん観
し
て
も
な
ら

な
い
。」

　
　

釈し
ゃ
く
そ
ん尊
が
「
も
し
も
自
分
自
身
が
殺
さ

れ
る
者
の
立
場
に
立
た
さ
れ
た
時
の
事

を
想
え
ば
、
ど
う
し
て
相
手
の
者
を
殺

す
こ
と
が
出
来
よ
う
か
」
と
簡
明
に
説

か
れ
て
い
る
こ
と
に
尽
き
る
。

　
　

自
分
さ
え
助
か
れ
ば
良
い
の
で
は
な

く
、
皆
ん
な
が
助
か
ら
な
い
と
、
自
分

も
助
か
ら
な
い
、
そ
の
視
点
か
ら
、
平

和
思
想
が
広
が
っ
て
行
く
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

○
「
核
兵
器
」
な
ん
て
、
と
ん
で
も

な
い
、
保
存
自
体
が
難
し
い
。
こ

の
こ
と
の
共
通
理
解
を
深
め
る
た

め
の
、
平
和
教
育
が
大
切
で
あ
る
。

○
ダ
ラ
イ
ラ
マ
法
王
の
ス
ピ
ー
チ
で
、

　

世
界
平
和
と
は
、
戦
争
や
テ
ロ
が

な
い
ば
か
り
で
な
く
、
自
か
ら
の

利
己
主
義
を
い
ま
し
め
、
相
手
を

思
い
や
る
慈
悲
の
心
、
祈
り
の
心
を
も
ち
、

暴
力
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
り
え
な
い
。
と

力
強
く
訴
え
て
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
貴
い
思
い
や
り
の
話
し
合
い
で
、

世
界
平
和
、
宇
宙
の
平
和
が
達
成
さ
れ
、
歓

喜
に
満
ち
た
人
類
の
姿
が
、
あ
ふ
れ
る
事
を

念
じ
て
い
ま
す
。
次
の
世
代
を
荷
う
子
供
た

ち
が
安
心
し
て
運
動
や
勉
強
が
出
来
ま
す
よ

う
、
念
願
し
て
い
ま
す
。

平成30年度　法語

い
の
ち　
法
句
経
一
八
二

人ひ
と

の
生
し
ょ
う
を
受う

く
る
は
難か
た

く

や
が
て
死し

す
べ
き
者も
の

の

今い
ま

い
の
ち
あ
る
は

　
　
　
　
あ
り
が
た
し
。

奉
寄
進
へ
の
感
謝
録

　

昭
和
五
十
年
、
日
本
で
七
番
目
に
開

園
く
だ
さ
っ
た
土
佐
豊
永
万
葉
植
物
園

の
創
始
者
、
門
田
秀
峰
先
生
の
甥
に
当

た
る
、
門
田
永
治
様
（
堺
市
出
身
）
が
、

昨
年
、
当
園
を
訪
ね
て
く
だ
さ
り
、
万

葉
集
の
権
威
者
犬
養
孝
先
生
の
第
一
集

〜
第
三
集
の
Ｃ
Ｄ
三
十
枚
を
ご
寄
進
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
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永
代
日
牌
供
養
新
奉
加
ご
芳
名

奉
寄
進
へ
の
感
謝
録

一
、
金
壱
百
万
円
也

　
　

施
主　

東
土
居　
　
　
　
　

西
村　

藤
子　

様

　
　

俗
名　

源
三
郎　

　

菩
提
・
興
隆
仏
法
の
為

一
、
金　

壱
十
万
円
也

　
　

施
主　

大
滝　

小
松
龍
一　

外
弟
妹
一
同　

様

　
　

俗
名　

ヤ
ク
ミ　

　

菩
提
・
興
隆
仏
法
の
為

一
、
金
壱
拾
万
円
也

　
　

施
主　

神
戸（
元
三
津
子
野
）
豊
永　

正
文　

様

一
、
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
二
十
本

　
　

施
主　

桃
原　
　
　
　
　
　

上
村　

永
廣　

様

　
　

故
久
子
様
が
育
て
て
お
ら
れ
た
ツ
ツ
ジ

一
、
手
作
り
椅
子　

十
脚

　
　

施
主　

大
空
会
一
同
様
（
川
井
地
区
）

　

年
間
の
行
事
（
お
ま
つ
り
）
の
前
後
や
年
末
年
始

に
は
、
初
穂
米
、
干
物
、
砂
糖
、
野
菜
、
生
花
等
々

が
届
け
ら
れ
ま
す
。
ご
信
心
な
方
々
に
は
、
行
事
ご

と
に
さ
し
あ
げ
る
お
（
食
事
）
の
準
備
を
始
め
、
当

日
の
お
手
伝
い
や
受
付
を
し
て
い
た
だ
い
て
ま
す
。

お
蔭
様
で
、
各
行
事
も
厳
粛
で
盛
大
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

先
祖
菩
提　

興
隆
仏
法
の
た
め
謹
し
ん
で
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

永
代
日
牌
供
養
と
は
、
当
山
持
仏
堂
（
弘
法
大
師
、

興
教
大
師
ご
宝
前
）
に
お
位
牌
を
安
置
し
、
毎
朝
仏
飯

と
お
茶
を
供
え
て
読
経
回
向
し
、
春
彼
岸
の
入
り
に
は

年
忌
を
迎
え
る
仏
さ
ま
の
卒
塔
婆
を
建
て
、
年
忌
ご
と

に
、
先
祖
代
々
の
場
合
は
五
年
ご
と
に
ご
案
内
し
、
ご

供
養
申
し
上
げ
ま
す
。
五
十
回
忌
の
後
も
、
お
位
牌
は

末
代
安
置
さ
れ
、
ご
供
養
し
て
ま
い
り
ま
す
。

一
、
施
主　

久
生
ノ　
　
　
　
　

笹
岡
香
代
子　

様

　
　
　
　
　

夫　

俗
名　

博　
　
　

愛　

一
、
施
主　

神
戸　
　
　
　
　
　

豊
永　

正
文　

様

　
　
　
　
　

逆
修　
　
　
　
　
　
　

（
永
代
納
骨
）

一
、
施
主　

桃
原　
　
　
　
　
　

上
村　

永
廣　

様

　
　
　
　
　

母　

俗
名　

久　
　
　

子　

一
、
施
主　

名
古
屋
（
川
井
）　

鈴
木　

弘
美　

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
石
家
先
祖
永
代
納
骨
）

一
、
施
主　

上
東　
　
　
　
　
　

上
池　

楠
於　

様

　
　
　
　
　

長
男　

俗
名　

清
太
郎　

祠
堂
料
志
納
ご
芳
名

　

祠
堂
料
と
は
、
亡
き
仏
さ
ま
へ
の
報
恩
謝
徳
と
菩

提
寺
の
興
隆
を
念
じ
て
、
奉
納
さ
れ
る
浄
財
で
す
。

そ
の
ご
芳
志
の
高
徳
に
お
答
え
し
て
、
菩
提
寺
よ

り
、
亡
き
み
仏
さ
ま
に
、
院
居
士
、
院
大
姉
、
居

士
、
大
姉
の
法
名
が
届
け
ら
れ
ま
す
。

一
、
施
主　

大
久
保　
　

北
窪　

博
章　

様

　
　
　
　
　
　

母　
　
　

澄　
　

子　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

大
滝　
　
　

小
松　

龍
一　

様

　
　
　
　
　
　

母　
　
　

ヤ
ク
ミ　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

南
国
市　
　

小
林　

幹
雄　

様

　
　
　
　
　
　

母　
　
　

繁　
　

子　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

守
山
市　
　

三
谷　

浩
視　

様

　
　
　
　
　
　

父　
　
　

登　
　

勇　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

高
知
市　
　

砂
田　

英
伸　

様　

　
　
　
　
　
　

母　
　
　

シ
ズ
ヱ　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

高
知
市　
　

三
村　

厚
彦　

様

　
　
　
　
　
　

父　
　
　

利　
　

重　

　

菩
提
也

一
、
施
主　

大
畑
井　
　

岩
本　
　

功　

様

　
　
　
　
　
　

母　
　
　

年　
　

加　

　

菩
提
也

　

永
代
納
骨
は
、
万
霊
供
養
塔
に
お
骨
を
納
め
て
永

代
供
養
を
申
し
上
げ
ま
す
。

一
、
神
戸
市
（
元
川
戸
）　

武
川
万
里
子　

様

　
　

志　

俗
名　

中
西
福
美
子　

様

＊
昨
年
掲
載
に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
改
め
て
掲
載
さ
せ

　

て
い
た
だ
き
ま
す
。
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
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仏 誕 　 　  　  2 5 8 4 年
西 暦 　  　  　 2 0 1 8 年
明 治 か ら  　  満 1 5 0 年
大 正 か ら  　  満 1 0 6 年
昭 和 か ら  　  満  9 3 年

2018年
平成30年度年回表
　　一周忌　平成29年
　　三回忌　平成28年
　　七回忌　平成24年
　十三回忌　平成18年
　十七回忌　平成14年
二十五回忌　平成６年
三十三回忌　昭和61年
　五十回忌　昭和44年 
　　百回忌　大正８年

以下50年目ごと

定
福
寺
の
お
線
香
と
散
華

　

お
香
は
松
栄
堂
、
箱
は
長
老
二
女

の
高
田
明
が
描
き
、
文
字
は
、
先
々

代
義
光
和
尚
が
書
い
た
定
福
寺
の
お

線
香
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
四
月
一

日
の
土
砂
加
持
法
要
で
僧
侶
が
撒
く
、

散
華
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
表
を
高
田

明
、
裏
を
長
老
龍
宏
が
文
字
を
記
し

て
い
ま
す
。

　

○
お
線
香　
　

１
，
０
０
０
円

　

○
散
華　
　
　

１
，
２
０
０
円

　
　
　
　

  　
　
　

（
12
枚
入
り
）

土
砂
加
持
法
要
ご
案
内

　

四
月
一
日
（
土
）　
午
後
二
時
（
本
堂
）

　
法
話
　
十
二
時
よ
り

　

県
下
真
言
宗
寺
院
様
の
ご
出
席
を
い
た
だ

き
、
新
仏
さ
ま
の
ご
加
入
と
ご
先
祖
さ
ま
の
ご
供

養
が
厳
修
さ
れ
ま
す
。
昼
の
十
二
時
よ
り
本
堂

に
於
い
て
総
本
山
智
積
院
阿
闍
梨
大
森
真
弘
僧

正
様
に
、
御
法
話
を
頂
き
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。
尚
ご
先
祖
様
の

永
代
供
養
を
ご
希
望
の
方
は
、
お
申
込
み
く
だ

さ
い
ま
せ
。

永続米（護持会費）の納入についてのお願い
（平成30年度分）

　町内檀信徒の皆様は、各地区総代（護持会代表）・世話人様のお世話により、一
月中に納入されています。町外檀信徒の皆様は、振替用紙にてお納めくださいます
様お願い致します。尚、納められた浄財は、私たちの総本山智積院への負担金及び
定福寺の護持興隆の為に使用させていただきます。（振替用紙をご利用ください）

金 1,500円以上也
郵便口座　口座記号　０１６２０－７

　　　　　口座番号　１２４２６

加入者名　宗教法人　粟生山　定福寺

定福寺開創   1,294年前
本尊造立　   　866年前
本堂再建　   　238年前
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種
と
し
て
の
メ
ロ
ン
は
北
ア
フ
リ

カ
や
中
近
東
地
方
の
原
産
で
あ
り
、

紀
元
前
二
千
年
頃
に
栽
培
が
始
ま
っ

た
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
特
に
西

方
に
伝
わ
っ
た
品
種
群
を
メ
ロ
ン
と

呼
び
、
東
方
に
伝
わ
っ
た
品
種
群
を

瓜（
ウ
リ
）と
呼
ぶ
。
マ
ク
ワ
ウ
リ
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

岐
阜
県
南
部
の
真
桑
村
が
良
品
の

産
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
マ
ク
ワ

ウ
リ
の
名
前
が
付
け
ら
れ
た
。
古
く

か
ら
日
本
で
食
用
に
さ
れ
、
古
く
は

「
う
り
」
と
言
え
ば
マ
ク
ワ
ウ
リ
を

指
す
も
の
だ
っ
た
。
品
種
が
多
く
、

果
実
も
様
々
な
色
や
形
の
も
の
が
あ

る
。
代
表
的
な
も
の
は
ラ
グ
ビ
ー
ボ

ー
ル
の
よ
う
な
形
。
近
年
、
甘
み
の

あ
る
メ
ロ
ン
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
は
、
マ
ク
ワ
ウ
リ
は
見

か
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

昔
は
た
く
さ
ん
作
ら
れ
て
い
て
、
畑

に
ご
ろ
ご
ろ
と
ウ
リ
が
こ
ろ
が
っ
て

い
た
様
子
を
思
い
出
し
ま
す
。

うり（まくわうり）

つる性の一年草。黄色の五
裂の花。花期は５月～７月。
写真 岡田憲佳

瓜う
り

食は

め
ば
　子
ど
も
思
ほ
ゆ
　栗
食は

め
ば
　ま
し
て
偲し
の

は
ゆ

何い

づ

く処
よ
り
　来
り
し
も
の
ぞ

眼ま
な
か
い交
に
　も
と
な
懸か
か

り
て
　安や

す

い眠
し
寝な

さ
ぬ

　　　　　　　〈
長
歌
〉
山
上
憶
良
（
万
葉
集
巻
五
―
八
○
二
）

　

万
葉
集
の
な
か
で
も
た
い
へ
ん
有
名
な
歌
で
、
大
宰
府
に
い
た
憶
良
は
京
に
残
し
た

子
供
た
ち
を
思
っ
て
の
歌
で
す
。
瓜
を
食
べ
れ
ば
子
供
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
栗
を

食
べ
れ
ば
い
っ
そ
う
子
供
の
こ
と
が
い
と
し
く
な
る
。
一
体
子
供
は
ど
う
い
う
宿
縁

で
何
処
か
ら
来
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
目
の
前
に
し
き
り
に
ち
ら
つ
い
て
、
私
は
ぐ
っ

す
り
と
眠
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

  
土
佐
豊
永
万
葉
植
物
園
に
咲
く
花
（
十
二
）

　

平
成
二
十
九
年
度
時
点
で
、
市
内
に
は

六
十
七
校
の
市
立
学
校
が
あ
る
。『
高
知
藩
教

育
沿
革
取
調
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
は
、

藩
校
や
家
塾
、
寺
子
屋
が
設
置
さ
れ
、
追
手
筋

の
教
授
館
や
丸
ノ
内
の
致
道
館
を
は
じ
め
、
県

内
に
約
三
十
二
カ
所
の
学
ぶ
場
が
設
け
ら
れ

て
い
た
。「
藩
費
を
以
て
他
国
へ
遊
学
せ
し
め
、

若
く
は
私
費
遊
学
を
許
し
た
る
こ
と
は
古
来
間

ま
之
あ
り
と
雖い

え
ども
、
安
永
年
間
以
降
近
代
に
至

り
最
も
多
し
と
す
」
と
あ
り
、
土
佐
の
人
々
の

学
を
問
う
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

　

豊
永
郷
（
現
大
豊
町
東
部
）
の
藩
士
の
子
で

あ
っ
た
松
浦
佐さ

用よ

彦ひ
こ

は
、
明
治
七
年
に
東
京
開

成
学
校
に
入
り
、
後
に
東
京
大
学
の
学
生
に

な
っ
た
。
教
科
書
に
も
登
場
す
る
大
森
貝
塚
の

発
見
で
有
名
な
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
バ
ー
ス

タ
ー
・
モ
ー
ス
（
以
下
「
モ
ー
ス
」）
の
助
手

を
務
め
、
日
本
考
古
学
の
第
一
人
者
と
い
わ
れ

て
い
る
。

　

佐
用
彦
は
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
死

を
悼い
た

み
、
モ
ー
ス
は
、
佐
用
彦
の
墓
石
に
言
葉

を
残
し
て
い
る
。

　
「
忠
実
な
学
徒
に
し
て
誠
実
な
友
、
自
然
を

愛
し
た
人
。
物
質
界
で
も
精
神
界
で
も
最
後
に

判
定
を
く
だ
す
の
は
権
威
で
は
な
く
、
観
察
と

実
験
で
あ

る
と
の
信

念
を
抱
い

て
い
た
人
。

そ
れ
が
松

浦
君
で
あ

っ
た
。」

（『
モ
ー
ス
そ
の
日
そ
の
日

−

あ
る
御
雇
教
師
と

近
代
日
本

−

』）

　

ま
た
、
モ
ー
ス
は
、
動
物
学
者
で
あ
っ
た
が
、

日
常
の
生
活
用
具
（
民
具
）
な
ど
へ
の
興
味
や

関
心
も
持
ち
、
日
本
各
地
で
民
具
の
収
集
を
行

い
、
分
類
・
整
理
・
保
管
や
展
示
を
自
ら
行
っ

て
い
る
。

　

佐
用
彦
の
出
身
地
、
豊
永
郷
に
あ
り
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
が
管
理
運
営
す
る
豊
永
郷
民
俗
資
料
館

に
は
、
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
二
五
九
五
点
を

含
む
、
県
内
最
大
規
模
の
民
具
が
保
存
展
示
さ

れ
て
い
る
。
民
俗
資
料
館
に
隣
接
す
る
定じ

ょ
う
ふ
く
じ

福
寺

に
は
、
佐
用
彦
の
父
と
い
わ
れ
る
松
浦
楨て
い
ぞ
う蔵
の

史
料
も
残
っ
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
人
の
モ
ー
ス
と
豊
永
郷
出
身
の
佐

用
彦
の
出
会
い
は
、不
思
議
な
縁
で
あ
る
。「
広

く
観
て
、
学
び
、
実
践
す
る
」
姿
勢
が
結
び
つ

け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に

興
味
を
持
ち
、
問
い
学
ぼ
う
と
す
る
態
度
は
、

人
生
を
楽
し
く
、
豊
か
に
す
る
方
法
の
一
つ
だ

と
思
う
。
何
事
に
も
真
面
目
な
態
度
で
、
生
活

を
楽
し
め
る
「
人
生
の
達
人
」
に
憧
れ
る
。

（
高
知
市
広
報
あ
か
る
い
ま
ち
平
成
29
年
10
月
号
よ
り
掲
載
）

松浦佐用彦（東京大学総合
研究博物館所蔵）

学
ぶ
姿

豊
永
郷
民
俗
資
料
館　
　
　
　
　

主
任
学
芸
員　

釣
井　

龍
秀



平
成
三
十
年
　
　
戊
戌

住
　
　
職
　
　
　
釣
井
　
龍
秀

長

老
　
　
　
釣
井
　
龍
宏

法
類
総
代 

竹
林
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
海
老
塚
和
秀

責
任
役
員
　
　
　
下
村
　
堯
基

責
任
役
員
　
　
　
都
築
　
康
博

責
任
役
員
　
　
　
小
笠
原
俊
一

地
区
護
持
会
　
　
　
　
代
表
会  

遍
照
講
詠
歌
会
講
員
　
　
一
同 

平 成 3 0 年 　 当 山 年 中 行 事
行　　　　　事 日　　　　時

修　正　会　初護摩祈祷　大般若経転読 １月１日　午前０時より

修　正　会　大護摩祈祷　大般若経転読 １月２・３日
　　　　　午前10時より

七　福　神　ま　つ　り（福笹授与・七草がゆ接待） １月７日　11時
節　分　会（厄はね歳とり）大護摩祈祷 ２月３日　13時
檀　信　徒　年　回　忌　先　祖　総　供　養（彼岸中日） ３月20日　13時
土　砂　加　持　法　要（先祖菩提総供養）法話 12時より ４月１日　14時
加 持 ヶ 峰 奥 ノ 院 大 師 縁 日　大護摩祈祷（旧暦3月21日） ４月17日　13時
花　ま　つ　り（大念珠まわし・百足除札授与・甘茶接待） ５月３日(旧暦４月８日)10時
蓮　ま　つ　り（万霊供養）  土佐豊永万葉植物園保存会主催 ７月初旬～８月中旬
諸　病　き　ゅ　う　り　封　じ　祈　祷　土用の丑 ７月25日　９時～11時
お　盆　総　供　養（迎え火） ８月13日　９時～
施　餓　鬼　供　養（千体地蔵流し・送り火） 東土居川原 ８月16日　16時～
も　み　じ　ま　つ　り 11月初旬～12月初旬
粟　生　聖　天　結　願　祭（開運福寿） 11月16日　９時～14時
除　夜　の　鐘 12月31日
粟　生　聖　天　ご　縁　日 毎月　１日・16日
詠　歌　会（午前10時～12時） 毎月　２回
御法事を営まれる際はなるべく早目にお申し込みくださいますようお願いします。  
（友引は葬儀、 法事は執り行いません）お塔婆は１本二千円です。

発　行　所

真言宗智山派
宗教法人　粟生山　定　福　寺
〒789-0167　高知県長岡郡大豊町粟生
　 ☎ 0887（74）0301㈹　　
　FAX 0887（74）0302
　http://www1.quolia.ne.jp/~jofukuji/

新
四
国
曼
荼
羅
霊
場
第
61
番
札
所

土
佐
豊
永
万
葉
植
物
園

○ 阿弥陀如来像（本尊）
○ 薬師如来像（脇士）
○ 地蔵菩薩像（脇士）
○ 不動明王像
○ 毘沙門天像
    大聖歓喜天像
    十一面観音像
　 不動明王像
　 矜羯羅童子像
　 制 迦童子像
　 大黒天像　 

定福寺の諸仏像（県指定 12 体 ○印）・堂宇
定福寺本堂

境　内
  弘法大師修行像
  十三仏像
  七福神像
  四国 88 ケ所お砂踏
  仁王尊像
  稚児大師像
  薬師如来像

宝物殿  〈国登録有形文化財〉
本堂、持仏堂(大師堂）○ 六地蔵（笑い地蔵）

    十一面観音菩薩（定福寺奥ノ院）
○ 聖徳太子立像
    不動明王座像
    弘法大師座像（御影堂）
    毘沙門天

    弘法大師座像
    聖観音立像
    地蔵菩薩立像
    行基菩薩座像
    興教大師座像

持仏堂 ( 大師堂 )


