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謹
ん
で
能
登
半
島
地
震
で

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
々
の

御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す

そ
し
て
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に

心
よ
り
御
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

洞
林
寺
住
職

吉

田

俊

英

能
登
半
島
地
震
に
思
う
事洞

林
寺
住
職

１
、
群
発
地
震
と
言
う
前
触
れ
は
有
っ
た
が

既
に
皆
様
ご
承
知
の
こ
と
で
す
が
、
一
月
一
日

十
六
時
十
分
に
能
登
半
島
か
ら
北
陸
各
地
に
か
け

て
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
・
６
の
強
い
地
震
が
発
生

し
、
最
大
震
度
７
の
揺
れ
を
記
録
し
ま
し
た
。
気

象
庁
の
発
表
に
よ
る
と
、
発
生
場
所
は
「
石
川
県

能
登
地
方
（
輪
島
の
東
北
東
三
〇
㎞
付
近
）
深
さ

十
六
㎞
」
と
の
こ
と
で
す
。
気
象
庁
は
今
回
の
大

規
模
な
地
震
を
「
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
」
と

命
名
し
て
ま
す
。

石
川
県
能
登
地
方
で
は
、
令
和
二
年
（
二
〇
二

〇
年
）
十
二
月
か
ら
地
震
活
動
が
継
続
し
て
お
り

能
登
群
発
地
震
と
命
名
さ
れ
警
戒
し
て
い
た
と
の

こ
と
。
気
象
庁
に
よ
る
と
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月

以
降
、
二
〇
二
四
年
一
月
二
日
十
三
時
の
時
点
で

震
度
１
以
上
の
揺
れ
を
六
七
五
回
観
測
し
て
い
る

そ
う
で
す
。
能
登
半
島
に
お
住
い
の
方
々
も
全
く

警
戒
し
て
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
で
し
ょ
う

が
、
こ
ん
な
に
凄
い
地
震
が
来
る
と
は
思
っ
て
い

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

思
い
返
し
ま
す
と
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大

震
災
の
時
に
も
、
三
月
十
一
日
の
前
日
に
も
前
々

日
に
も
結
構
強
い
揺
れ
の
地
震
が
あ
り
ま
し
た
。

後
で
振
り
返
れ
ば
、「
大
震
災
の
前
触
れ
だ
っ
た
」

と
気
が
付
き
ま
す
が
、
た
と
え
「
大
地
震
の
前
触

れ
か
も
。」
と
思
っ
た
と
し
て
も
、
い
つ
発
生
す

る
か
わ
か
ら
な
い
大
地
震
の
た
め
に
避
難
生
活
に

入
る
こ
と
は
現
実
に
は
有
り
得
ま
せ
ん
。
万
全
の

対
策
な
ん
て
無
理
だ
ぁ
、
と
思
い
ま
す
。
東
日
本

大
震
災
並
み
の
地
震
な
ん
て
二
度
と
来
て
欲
し
く

な
い
が
、
来
な
い
と
い
う
保
証
は
無
い
。
東
日
本

大
震
災
で
無
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
し
直
下

型
の
強
い
地
震
が
来
た
ら
、
安
全
と
は
言
え
な

い
。
能
登
半
島
の
被
災
状
況
は
決
し
て
他
人
事
で

は
な
い
。
其
の
事
を
肝
に
銘
じ
た
い
。

２
、
復
興
へ
の
道
の
り
は
険
し
い

能
登
半
島
を
中
心
に
自
衛
隊
・
警
察
・
消
防
・

医
療
関
係
者
・
全
国
の
自
治
体
か
ら
派
遣
職
員
・

ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
団
体
等
、
多
く
の
方
々
が
被
災
者

支
援
と
復
旧
復
興
活
動
に
当
た
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
其
の
道
の
り
は
か
な
り
険
し
い
。
三
月
一
日

付
の
毎
日
新
聞
に
、
能
登
半
島
に
支
援
の
た
め
に 気象庁発表　能登半島地震
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派
遣
さ
れ
た
神
戸
市
の
課
長
さ
ん
へ
の
取
材
記
事

が
載
っ
て
ま
し
た
。

「
今
回
は
発
生
か
ら
五
日
た
っ
た
一
月
六
日
か
ら

十
二
日
ま
で
被
災
地
入
り
し
た
。
情
報
連
絡
員
と

し
て
石
川
県
珠
洲
市
の
災
害
対
策
本
部
で
情
報
集

約
に
当
た
り
、
避
難
所
も
回
っ
た
。

半
島
に
足
を
運
ぶ
と
、
至
る
所
で
民
家
が
倒
壊

し
、
津
波
や
海
底
の
隆
起
が
あ
っ
た
港
湾
は
使
え

な
く
な
っ
た
。
道
路
は
積
雪
の
影
響
で
寸
断
さ
れ
、

各
地
に
点
在
す
る
避
難
所
や
集
落
に
向
か
う
の
は

困
難
だ
っ
た
。
一
週
間
が
た
っ
て
も
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
が
復
旧
す
る
兆
し
が
見
え
ず
、
阪
神
大
震
災
時

よ
り
悪
条
件
が
重
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
だ
け
の
被

害
は
想
定
外
。
現
地
で
初
め
て
分
か
る
こ
と
が
多

く
打
つ
手
が
な
か
っ
た
。」
と
問
題
点
を
指
摘
し

て
お
ら
れ
る
。
問
題
点
や
課
題
は
ま
だ
ま
だ
あ
る

が
、
到
底
こ
こ
に
書
き
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

災
害
か
ら
二
カ
月
が
経
つ
が
、
電
気
水
道
が
復

旧
し
て
い
な
い
地
域
は
か
な
り
あ
り
ま
す
。
仮
設

住
宅
も
い
く
ら
か
完
成
し
入
居
が
始
ま
る
よ
う
で

す
が
、
数
が
足
り
な
い
そ
う
で
す
。
仮
設
住
宅
が

完
成
し
た
と
し
て
も
、
飽
く
ま
で
も
復
旧
へ
の
一

歩
に
過
ぎ
な
い
。
生
活
・
産
業
・
医
療
・
教
育

等
、
課
題
は
有
り
す
ぎ
る
。
政
府
も
自
治
体
も
鋭

意
取
り
組
ん
で
は
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
被
災
者
の

方
々
の
不
安
と
不
満
は
大
き
い
で
し
ょ
う
。

３
、
被
災
者
を
力
づ
け
る
に
は

今
横
浜
市
に
あ
る
大
本
山
總
持
寺
は
明
治
ま
で

は
能
登
半
島
の
輪
島
市
門
前
町
に
あ
り
ま
し
た
。

現
在
も
本
山
別
院
で
あ
る
總
持
寺
祖
院
と
し
て
護

持
さ
れ
て
ま
す
。
總
持
寺
祖
院
の
近
所
に
あ
る
曹

洞
宗
興
禅
寺
と
い
う
寺
が
あ
り
、
そ
こ
の
御
住
職

市
堀
玉
宗
師
が
門
前
に
掲
示
し
た
ポ
ス
タ
ー
が
幾

つ
か
の
新
聞
に
紹
介
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

地
震
直
後
で
も
安
否
を
気
遣
っ
て
く
れ
る
方
、

励
ま
し
て
く
れ
る
方
、
物
資
を
届
け
て
く
る
方
が

居
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
励
ま
し
が
有
っ
た
か

ら
こ
そ
市
堀
住
職
は
「
負
け
て
た
ま
る
か
」
の
標

語
を
書
き
、
周
囲
の
方
々
を
励
ま
し
て
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
時
、
仙
台
に
住
む
、
宮
城
に

住
む
、
東
北
に
住
む
多
く
の
人
々
が
力
を
失
い
落 負けてたまるか　石川県の地方紙『北國新聞』令和６年１月９日朝刊

七尾市で炊出しをする　　　　
シャンテイ国際ボランティア会

－3－



胆
し
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う

我
々
を
力
づ
け
て
く
れ
た
の
は
、
全
国
各
地
か
ら

の
支
援
で
あ
り
、
世
界
各
地
か
ら
の
支
援
で
あ

る
。
其
の
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

其
の
時
の
感
謝
の
気
持
ち
を
、
能
登
半
島
の
復
旧

復
興
支
援
に
向
け
ま
し
ょ
う
。

行
動
可
能
な
方
は
現
地
で
支
援
し
、
現
地
に
行

け
な
い
方
は
義
援
金
に
託
し
て
気
持
ち
を
届
け
ま

し
ょ
う
。
道
は
険
し
い
。
で
も
、
み
ん
な
の
支
援

で
被
災
者
の
背
中
を
押
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

防
災
・
減
災
を
改
め
て
考
え
る

護
持
会
副
会
長

佐

藤

泰

憲

１
、
災
害
に
備
え
る
→
命
を
守
る
こ
と

何
と
し
て
も
生
き
残
る
と
い
う
、
強
い
意
思
を

も
つ
こ
と
。

自
分
が
生
き
る
た
め
（
自
助
）

皆
が
生
き
延
び
る
た
め
（
共
助
）

公
助
は
三
日
間
位
は
当
て
に
な
ら
な
い
の
で
、

何
と
か
生
き
る
た
め

①
今
す
ぐ
取
り
組
む
こ
と

・
家
具
の
固
定

・
逃
げ
口
の
確
保
（
茶
の
間
、
玄
関
か
ら
外
へ
。

自
宅
か
ら
避
難
所
や
安
全
な
場
所
へ
）

・
台
所
の
防
火
対
策

②
用
意
す
べ
き
も
の

・
水
、
食
料
の
備
蓄　
　

　
　

理
想
は
一
週
間
分
、
最
低
で
も
１
～
２
日
分

　
　

（
循
環
備
蓄
）

・
常
備
薬
と
お
薬
手
帳

・
卓
上
コ
ン
ロ
（
ボ
ン
べ
も
）、
懐
中
電
灯
、

携
帯
ラ
ジ
オ
、
ス
マ
ホ
と
充
電
器
（
各
予
備

電
池
）

・
ホ
ッ
カ
イ
ロ
、
お
む
つ
、
テ
イ
ッ
シ
ュ
ペ
ー

パ
ー
、
ウ
ェ
ッ
ト
テ
イ
ッ
シ
ュ

・
特
に
冬
場
は
車
に
毛
布
と
防
寒
服

・
オ
ー
ル
電
化
の
場
合
で
も
、
昔
の
反
射
ス

ト
ー
ブ
（
灯
油
の
予
備
）

・
ホ
イ
ッ
ス
ル
、
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ

２
、
自
分
が
心
掛
け
る
こ
と

・
地
域
と
の
交
流

・
防
災
訓
練
へ
の
参
加

・
地
域
の
高
齢
者
施
設
の
把
握

　
　

（
福
祉
避
難
所
の
開
設
場
所
に
な
る
）

こ
れ
ら
の
事
は
、
地
域
の
人
々
を
知
り
、
知
っ

て
貰
う
事
に
な
り
、
イ
ザ
と
い
う
時
に
は
、
助
け

合
う
力
に
な
る
。

・
自
分
自
身
の
体
力
の
維
持
と
向
上
→
災
害
発

生
時
に
逃
げ
る
、
動
け
る
為
に

私
は
山
登
り
、
山
歩
き
を
し
た
時
に
、
山
小
屋

泊
ま
り
を
幾
度
も
経
験
し
て
い
ま
す
。
水
、電
気
、

食
料
の
無
い
所
で
生
活
す
る
訳
な
の
で
、
そ
れ
な

り
の
準
備
、
経
験
が
必
要
で
し
た
。
サ
バ
イ
バ
ル

と
は
違
い
ま
す
が
、
防
災
の
心
構
え
に
は
貴
重
な

原
体
験
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

あ
る
講
座
の
中
で
、
東
北
大
学
国
際
防
災
科
学

研
究
所
所
長
の
今
村
教
授
が
「
被
害
を
出
来
る
だ

け
小
さ
く
す
る
。
眼
に
見
え
る
被
害
（
物
、
身
体
）

は
い
ず
れ
直
る
が
、
眼
に
見
え
な
い
被
害
（
心
、

お
金
）
は
後
か
ら
ず
っ
し
り
と
響
い
て
く
る
。

水・食料・燃料の備蓄、そして防災グッズも必要
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又
、
あ
る
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
は
「
人
間

に
は
、助
け
合
い
の
Ｄ
Ｎ
Ａ（
遺
伝
子
）が
あ
る
。」

と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
話
は
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。

か
つ
て
、
あ
る
学
者
が
「
災
害
は
忘
れ
た
頃
に

や
っ
て
来
る
」
と
仰
っ
て
い
ま
し
た
が
、
東
日
本

大
震
災
や
、
今
回
の
能
登
半
島
地
震
を
省
み
る

と
、「
災
害
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
来
る
の
で
は

な
く
、
忘
れ
ず
に
や
っ
て
来
る
」
と
、
思
わ
ざ
る

を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
の
能
登
半
島
地
震
を
受
け
改
め
て
、
も
う

一
度
考
え
る
こ
と
、
行
動
す
べ
き
事
を
箇
条
書
き

風
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
皆
様
も
取
り
組
ん
で

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
見
直
す
一
助
に
し
て
下
さ

い
。
尚
、
こ
の
原
稿
は
、
先
日
、
青
森
放
送
ラ
ジ

オ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
仙
台
未
来
防
災
フ
オ
ー
ラ

ム
に
参
加
し
た
と
き
の
も
の
を
、
文
章
化
し
て
加

筆
修
正
し
た
も
の
で
す
。

折
り
紙
教
室
の
生
徒
と
の

共
同
作
品　
　

洞
林
寺
婦
人
会

齋

藤

祥

子

１
、
折
り
紙
と
の
出
会
い

小
さ
い
頃
か
ら
折
り
紙
が
好
き
で
、
独
学
で
学

び
続
け
制
作
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
モ
ノ
作

り
が
好
き
で
、
縫
物
、
手
芸
、
人
形
制
作
等
い
ろ

ん
な
も
の
を
手
掛
け
て
き
ま
し
た
。
好
き
が
昂
じ

て
、
二
〇
〇
七
年
一
月
折
り
紙
教
室
を
開
き
ま
し

た
。
と
い
う
こ
と
を
、
以
前
会
報
に
書
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

生
徒
さ
ん
を
募
集
し
教
室
を
開
い
た
ら
、
二
十

五
名
の
方
が
集
ま
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
生
徒
さ
ん

の
人
数
分
の
材
料
を
準
備
し
て
、
本
格
的
な
お
雛

様
を
折
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
二
時
間
で
完
成
す

る
つ
も
り
で
お
り
ま
し
た
が
、
完
成
ま
で
三
時
間

か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
教
室
を
開
い
た
ば
か

り
の
私
は
先
生
と
し
て
は
ま
だ
未
熟
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
こ
の
時
の
私
は
、
自
分
で
折
る
こ
と
と

他
人
に
教
え
る
事
の
違
い
を
ま
だ
分
か
っ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

折
り
紙
を
教
え
、
そ
し
て
作
る
の
は
楽
し
い
こ

と
で
す
が
、
其
の
た
め
の
準
備
に
は
結
構
苦
労
し

て
ま
す
。
折
り
紙
は
既
製
の
色
紙
だ
け
で
作
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
作
品
に
よ
っ
て
、
大

き
さ
の
異
な
る
紙
を
何
種
類
も
用
意
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
用
意
し
た
紙
を
同
じ
大
き
さ
に
必
要

枚
数
切
出
す
の
は
、中
々
た
い
へ
ん
な
作
業
で
す
。

其
の
年
の
七
月
、
花
巻
市
で
開
催
さ
れ
た
折
り

紙
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
初
め
て
参
加
し
ま
し
た
。
そ

こ
で
素
敵
な
お
友
達
に
出
会
い
、
其
の
友
達
か
ら

た
く
さ
ん
の
刺
激
を
受
け
、
お
陰
で
折
り
紙
へ
の

情
熱
が
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
各
地
で
開
催

さ
れ
る
折
り
紙
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
毎
回
参
加
し
、 筆者の最新作　干支の折り紙

的確な避難誘導のためには、避難訓練が大事
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多
く
の
折
り
紙
仲
間
と
交
流
し
、
大
先
生
か
ら
教

え
を
請
い
、
折
り
紙
の
道
を
邁
進
し
て
お
り
ま

す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
も
あ
っ
て
少
し
生

徒
さ
ん
の
数
は
減
り
ま
し
た
が
、
現
在
も
若
林
市

民
セ
ン
タ
ー
で
月
二
回
「
仙
台
折
り
紙
ク
ラ
ブ
」

の
教
室
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

２
、
若
林
図
書
館
で
の
折
り
紙
展
示

昨
年
の
十
一
月
、
市
民
セ
ン
タ
ー
の
担
当
者
か

ら
「
若
林
図
書
館
前
の
廊
下
に
パ
ネ
ル
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
う
ち
の
二
枚
を
折
り
紙
で
飾
っ
て
欲

し
い
。」
と
い
う
依
頼
を
受
け
ま
し
た
。
日
頃
市

民
セ
ン
タ
ー
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

お
引
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
デ
イ
ス
プ

レ
イ
の
構
想
を
練
り
色
紙
や
材
料
を
準
備
し
、
生

徒
さ
ん
た
ち
に
「
雪
の
結
晶
」「
サ
ン
タ
ク
ロ
ー

ス
」「
聖
歌
隊
」
の
折
り
方
を
指
導
し
て
折
っ
て

も
ら
い
ま
す
。
と
は
言
え
、
立
場
上
私
が
サ
ン
タ

さ
ん
や
聖
歌
隊
の
大
半
を
折
ら
ざ
る
を
得
ず
、
な

か
な
か
の
重
労
働
と
な
り
ま
し
た
。
折
り
紙
が
出

来
、
生
徒
さ
ん
た
ち
に
も
集
ま
っ
て
も
ら
っ
て
パ

ネ
ル
に
展
示
す
る
作
業
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。

完
成
し
た
展
示
を
見
て
、「
忙
し
か
っ
た
け
ど
、

引
き
受
け
て
良
か
っ
た
。」
と
思
い
ま
し
た
。
十

一
月
か
ら
十
二
月
い
っ
ぱ
い
若
林
図
書
館
に
展
示

さ
れ
、「
好
評
で
し
た
よ
。」
と
市
民
セ
ン
タ
ー
の

受
付
の
方
か
ら
お
礼
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
其
の
職

員
さ
ん
の
お
母
様
も
御
婆
様
も
折
り
紙
の
腕
前
が

か
な
り
の
方
で
あ
り
、
其
の
市
職
員
さ
ん
も
か
な

り
折
り
紙
の
研
鑽
を
積
ん
で
来
ら
れ
た
そ
う
で

す
。
そ
う
い
う
腕
も
有
り
見
る
目
も
有
る
方
か
ら

認
め
て
貰
え
て
、
と
て
も
嬉
し
い
経
験
と
な
り
ま

し
た
。

一
昨
日
、
若
林
市
民
セ
ン
タ
ー
か
ら
電
話
が
あ

り
、「
四
月
五
月
の
展
示
を
お
願
い
し
ま
す
。」
と

い
う
依
頼
を
受
け
ま
し
た
。
有
難
い
こ
と
で
す

が
、
ど
う
い
う
展
示
に
す
る
か
悩
ん
で
お
り
ま

す
。
季
節
柄
、
お
花
を
中
心
に
し
た
展
示
に
な
り

そ
う
で
す
。
た
い
へ
ん
で
す
け
ど
私
と
生
徒
さ
ん

た
ち
で
製
作
し
た
折
り
紙
が
皆
さ
ん
の
目
を
楽
し

ま
せ
る
と
思
う
と
、
大
い
に
楽
し
み
で
す
。

「
人
生
百
年
時
代
の
生
き
方
」

社
会
保
険
労
務
士

澤

田

裕

一

ご
存
じ
の
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
『
Ｌ

Ｉ
Ｆ
Ｅ

Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｆ
Ｔ
（
ラ
イ
フ
シ
フ
ト
）』
と

い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
ロ
ン
ド
ン
ビ
ジ
ネ
ス
ス

ク
ー
ル
の
教
授
で
あ
る
リ
ン
ダ
・
グ
ラ
ッ
ト
ン
が

二
〇
一
六
年
に
出
版
し
た
世
界
的
に
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
本
で
は
、
人
生
百
年

時
代
に
お
い
て
何
が
変
わ
り
、
私
た
ち
は
ど
の
よ

う
に
準
備
す
べ
き
か
を
探
求
し
て
い
ま
す
。

人
間
の
寿
命
が
延
び
、
二
〇
〇
七
年
生
ま
れ
の

二
人
に
一
人
が
百
歳
を
超
え
る
と
予
測
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
人
生
を
単
純
に
「
学
生
」「
仕

事
」「
老
後
」
と
い
う
「
三
つ
の
ス
テ
ー
ジ
」
で

人
生
を
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
人
生

百
年
時
代
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
キ
ャ
リ
ア
や
趣

味
に
縛
ら
れ
ず
、
柔
軟
に
自
分
の
人
生
を
変
え
て

い
く
「
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ジ
」
で
考
え
て
い
く
こ
と

が
重
要
と
説
い
て
い
ま
す
。

図書館前のパネル展示
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ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
フ
ラ
イ
ド
チ
キ
ン
の
カ
ー
ネ
ル

サ
ン
ダ
ー
ス
は
み
な
さ
ん
ご
存
じ
で
す
よ
ね
。

ハ
ー
ラ
ン
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
サ
ン
ダ
ー
ズ

（
カ
ー
ネ
ル
・
サ
ン
ダ
ー
ス
）
は
、
な
ん
と
六
十

五
歳
の
と
き
に
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
フ
ラ
イ
ド
チ
キ
ン

を
起
業
し
て
、
世
界
的
な
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド

チ
ェ
ー
ン
に
成
長
さ
せ
ま
し
た
。
カ
ー
ネ
ル
サ
ン

ダ
ー
ス
は
「
老
後
」
を
単
純
に
「
余
生
」
と
い
う

考
え
方
で
は
な
く
、
勉
強
や
挑
戦
を
は
じ
め
る
事

で
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
キ
ャ
リ
ア
が
構
築
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
く
と
い

う
事
を
見
事
に
証
明
し
た
、
ま
さ
に
ラ
イ
フ
シ
フ

ト
の
体
現
者
で
す
。「
歳
を
と
っ
た
か
ら
無
理
」

と
い
う
考
え
方
が
い
か
に
無
意
味
な
事
か
ご
理
解

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

さ
ら
に
、こ
の
本
で
は
長
い
人
生
に
お
い
て
は
、

有
形
資
産
（
お
金
や
財
産
）
だ
け
で
な
く
、
無
形

資
産
（
健
康
や
友
人
関
係
、
変
化
に
対
応
す
る
能

力
）
が
重
要
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
無
形
資
産
を

高
め
る
た
め
に
は
、
新
し
い
学
び
や
挑
戦
、
多
様

な
人
間
関
係
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
大
切
と
説
い

て
い
ま
す
。

「
フ
ォ
レ
ス
ト
・
ガ
ン
プ
一
期
一
会
」
と
い
う

映
画
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
映
画
の
主
人
公
、

フ
ォ
レ
ス
ト
・
ガ
ン
プ
は
知
的
障
害
を
持
ち
な
が

ら
も
、
純
粋
な
心
で
様
々
な
出
来
事
に
巻
き
込
ま

れ
て
い
き
ま
す
。
彼
の
人
生
は
お
金
や
成
功
と
は

無
縁
の
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
彼
が
最
も
大
切
に

し
て
い
た
の
は
友
情
や
愛
情
で
し
た
。
こ
の
映
画

を
通
じ
て
描
か
れ
る
の
は
、
物
質
的
な
成
功
や
お

金
よ
り
も
、
純
粋
で
真
摯
な
人
間
関
係
が
人
生
に

お
い
て
本
当
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
す
。
そ
れ
が
観
客
に
深
い
感
動
を
与
え

る
作
品
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
仏
教
で
は
、
今
を
大
切
に

生
き
る
こ
と
を
「
成じ
ょ
う
ぶ
つ仏」
と
表
現
す
る
そ
う
で
す
。

こ
の
言
葉
は
文
字
通
り
「
仏
に
な
る
」
と
い
う
意

味
で
、
世
の
中
の
真
理
に
目
覚
め
、
心
が
乱
さ
れ

ず
、
智
慧
を
活
か
し
て
人
々
の
苦
し
み
や
悩
み
を

解
決
し
よ
う
と
す
る
人
を
指
す
そ
う
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
が
繰
り
返
し
説
い
て
い
た
教
え
は
、

私
た
ち
が
い
の
ち
を
授
か
っ
て
い
る
こ
の
「
現
世
」

で
、
い
か
に
悩
み
や
苦
し
み
か
ら
開
放
さ
れ
、
イ

キ
イ
キ
と
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
と
考

え
ま
す
。
つ
ま
り
、「
今
」
を
イ
キ
イ
キ
と
生
き

る
た
め
の
智
慧
が
仏
教
の
核
心
で
す
。
世
界
的
な

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
ラ
イ
フ
シ
フ
ト
と
仏
教

の
教
え
に
「
年
齢
に
関
係
な
く
、
何
歳
に
な
っ
て

も
イ
キ
イ
キ
と
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

点
に
お
い
て
時
代
を
超
え
た
共
通
点
を
感
じ
ま
せ

ん
か
。

孔
子
の
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
吾
十
有
五
に
し
て
学
に
志
す
、
三
十
に
し
て
立

つ
、
四
十
に
し
て
惑
わ
ず
、
五
十
に
し
て
天
命

を
知
る
、
六
十
に
し
て
耳
順
う
、
七
十
に
し
て

心
の
欲
す
る
所
に
従
え
ど
も
、
矩
を
踰
え
ず
。」

Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ

Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｆ
Ｔ

映画『フォレスト・ガンプ』
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こ
の
言
葉
は
、
十
五
歳
で
学
問
を
志
し
、
三
十
歳

で
学
問
の
基
礎
が
で
き
て
自
立
で
き
、
四
十
歳
に

な
り
迷
う
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
五
十
歳
に
は
天
か
ら
与
え
ら
れ

た
使
命
を
知
り
、
六
十
歳
で
人
の
こ
と
ば
に
素
直

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
、
七
十
歳
で
思
う
ま

ま
に
生
き
て
も
人
の
道
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
く

な
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。

孔
子
は
二
五
〇
〇
年
前
か
ら
、
す
で
に
ラ
イ
フ

シ
フ
ト
を
先
見
し
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。
そ
し
て

ど
う
や
ら
人
生
は
「
七
十
歳
か
ら
が
本
番
だ
ぞ
」

と
後
世
に
向
け
て
イ
キ
イ
キ
と
生
き
る
為
の
応
援

を
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

懐
か
し
の
昭
和
の
記
憶
シ
リ
ー
ズ
№
８

　
　

宮
城
野
橋
（
通
称
Ｘ
橋
）

青
葉
区

伊

藤

眞
一
郎

仙
台
市
民
の
馴
染
み
の
橋
「
Ｘ
」
橋
は
大
正
十

年
に
開
通
し
ま
し
た
。
仙
台
駅
に
林
立
し
て
い
た

鉄
道
路
線
と
名
掛
丁
通
り
の
交
点
に
名
掛
丁
踏
切

が
あ
り
ま
し
た
が
、
当
時
年
々
鉄
道
貨
物
の
取
り

扱
い
が
増
え
る
に
連
れ
て
踏
切
の
遮
断
時
間
が
長

く
な
り
、
開
か
ず
の
踏
切
と
化
し
て
不
便
な
状
態

で
し
た
。
そ
こ
で
踏
切
が
廃
止
さ
れ
、
Ｘ
橋
が
誕

生
し
ま
し
た
。

戦
後
こ
の
一
角
は
怪
し
げ
な
赤
線
地
帯
で
、
西

側
が
進
駐
軍
相
手
の
バ
ー
や
ク
ラ
ブ
が
連
な
り
、

東
側
は
進
駐
軍
の
相
手
を
す
る
風
俗
の
店
が
立
ち

並
ん
で
ま
し
た
。
昭
和
三
十
年
代
に
東
北
本
線
の

電
化
が
進
め
ら
れ
る
中
、
桁
下
の
空
間
が
狭
く
東

北
本
線
の
電
化
に
支
障
が
あ
っ
た
宮
城
野
橋
は
架

け
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
架
け
替
え

工
事
は
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
十
五
年
）
十
二
月

か
ら
行
わ
れ
、
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
十
六
年
）

三
月
に
竣
工
し
ま
し
た
。

平
成
七
年
「
ア
エ
ル
」
の
建
設
に
伴
い
、
橋
と

ハ
ピ
ナ
名
掛
丁
を
繋
ぐ
道
が
廃
止
さ
れ
、「
Ｘ
橋
」

が
「
Ｙ
橋
」
に
な
り
ま
し
た
。
其
の
後
、
二
十
人

町
鉄
砲
町
等
の
仙
台
市
の
区
画
整
理
事
業
が
進

み
、
平
成
二
十
九
年
西
口
と
東
口
を
繋
ぐ
直
線
の

主
要
連
絡
橋
と
し
て
近
代
的
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま

し
た
。

完成当時のエックス橋

拡幅前のＸ橋
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住
職
が
語
る
終
活
講
座

其
の
十
三

家
族
葬
時
代
の
葬
儀
社
の
頼
み
方

洞
林
寺
住
職

葬
儀
の
際
に
遺
族
か
ら
「
家
族
葬
で
行
い
た

い
。」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
名
称
は

曖
昧
で
あ
る
が
故
に
、
勘
違
い
も
多
い
。
コ
ロ
ナ

禍
の
影
響
で
、
葬
儀
参
列
者
が
喪
主
と
其
の
兄

弟
、
時
に
は
喪
主
の
み
と
い
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く

な
い
。
少
人
数
と
な
っ
て
も
、
葬
儀
社
が
格
段
に

安
く
し
て
く
れ
る
訳
で
は
無
い
。
葬
儀
社
の
見
積

も
り
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
内
容
を
見
直
し
リ
ー
ズ

ナ
ブ
ル
な
料
金
に
な
る
よ
う
交
渉
す
る
こ
と
も
必

要
で
す
。

葬
儀
社
も
商
売
で
す
か
ら
、
売
上
と
利
益
を
追

求
し
ま
す
。
社
員
は
社
命
に
従
っ
て
売
上
増
の
為

に
営
業
努
力
し
て
ま
す
。
御
遺
族
の
財
政
事
情
を

考
慮
せ
ず
、
高
い
見
積
り
を
勧
め
る
場
合
も
多
い

の
で
す
。
住
職
も
見
積
り
の
見
直
し
に
協
力
し
ま

す
。
事
前
に
洞
林
寺
に
相
談
く
だ
さ
い
。

事
例
１
、
Ａ
さ
ん
（
男
性
）

八
十
歳

葬
儀
費
用
は
あ
ま
り
か
け
ら
れ
な
い
と
の
こ

と
。
親
戚
が
「
〇
〇
な
お
葬
式
」
に
連
絡
し
よ
う

と
す
る
の
を
辞
め
さ
せ
、
中
堅
葬
儀
社
Ｊ
社
に
電

話
し
、「
洞
林
寺
本
堂
で
枕
経
・
通
夜
・
葬
儀
し

て
火
葬
。
葬
儀
社
の
立
会
不
要
な
ら
、
い
く
ら
で

出
来
ま
す
か
？
」
と
聞
い
た
ら
、
税
込
み
で
二
十

万
円
。」
と
い
う
返
事
。
遺
族
に
伝
え
た
ら
「
そ

れ
で
お
願
い
し
ま
す
。」
本
堂
で
枕
経
後
、
葬
儀

社
と
遺
族
と
日
程
の
打
合
せ
を
行
っ
た
際
、
遺
族

か
ら
遺
影
と
生
花
を
追
加
の
要
望
。
更
に
納
棺
師

（
当
時
、
四
万
四
千
円
）
も
追
加
依
頼
。

事
例
２
、
Ｂ
さ
ん
（
女
性
）

九
十
三
歳

互
助
会
方
式
の
Ｋ
社
に
二
十
万
円
積
立
て
て
い

た
。「
Ｋ
社
の
会
館
で
通
夜
葬
儀
を
行
う
」
で
葬

儀
社
か
ら
提
案
さ
れ
、
見
積
額
百
万
円
（
積
立
て

二
十
万
円
を
差
引
き
、
八
十
万
円
追
加
支
払
い
）。

喪
主
に
「
御
遺
体
を
洞
林
寺
の
本
堂
に
運
び
、
本

堂
で
通
夜
葬
儀
を
行
い
火
葬
す
れ
ば
、
葬
儀
費
用

は
五
十
万
～
六
十
万
に
な
る
筈
で
す
。
葬
儀
社
の

会
館
に
遺
体
を
運
ぶ
の
は
ス
ト
ッ
プ
し
て
く
だ
さ

い
。」
と
連
絡
。
葬
儀
社
に
再
見
積
も
り
し
て
も

ら
い
、
六
十
万
円
の
見
積
も
り
（
積
立
分
を
引
く

と
、
四
十
万
円
の
支
払
い
）

事
例
３
、
Ｃ
さ
ん
（
女
性
）

八
十
四
歳

故
人
が
互
助
会
方
式
の
Ｌ
社
に
四
十
二
万
円
の

積
立
て
。「
積
立
の
範
囲
で
、」
と
い
う
喪
主
の
要

望
を
聞
い
て
、
葬
儀
社
の
関
与
は
出
棺
・
火
葬
ま

で
で
、
洞
林
寺
本
堂
で
寺
と
遺
族
の
み
で
通
夜
葬

儀
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
葬
儀
費
用
五
十
五
万
円

（
積
立
分
差
引
き
、
十
三
万
円
支
払
い
。）

事
例
４
、
Ｄ
さ
ん
（
女
性
）

八
十
九
歳

富
谷
市
の
自
宅
で
死
亡
。
故
人
の
娘
さ
ん
か
ら

「
Ｍ
社
に
頼
み
、
泉
区
の
会
館
を
勧
め
ら
れ
た
。」

と
連
絡
を
受
け
る
。
住
職
「
喪
主
で
あ
る
兄
か
ら
、

Ｍ
社
の
会
館
と
家
族
葬
型
会
館
の
両
方
の
見
積
も

り
が
欲
し
い
と
頼
ま
れ
た
と
、
葬
儀
社
に
伝
え
て

く
だ
さ
い
。」
枕
経
後
、
住
職
と
遺
族
で
見
積
書

を
点
検
。
会
館
八
十
万
円
、
家
族
葬
型
会
館
六
十

万
円
。
住
職
「
Ｍ
社
さ
ん
、
葬
儀
に
参
列
す
る
の

は
、
喪
主
と
妹
さ
ん
の
家
族
八
名
で
す
。
通
夜
出

棺
ま
で
は
Ｍ
社
会
館
。
黒
川
斎
場
で
火
葬
し
て
、

洞
林
寺
本
堂
で
葬
儀
。
通
夜
葬
儀
で
の
葬
儀
社
の

立
会
不
要
な
ら
い
く
ら
で
出
来
ま
す
か
？
」

Ｍ
社
「
四
十
五
万
円
で
す
。」

一
旦
某
葬
儀
社
の
会
館
に
御
遺
体
を
安
置
し
た

が
、
喪
主
が
「
見
積
り
が
高
い
。」
と
言
っ
て
い

た
の
で
、
他
の
葬
儀
社
に
連
絡
し
御
遺
体
を
別
の

会
館
に
移
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
料
金
的
に
も

内
容
的
に
も
納
得
の
ゆ
く
葬
儀
に
す
る
よ
う
、
努

め
て
行
き
ま
し
ょ
う
。
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令和５年度護持会会計決算書（案） 自　令和５年１月１日
至　令和５年12月31日

　収　　　入
項　　　　目 予 算 額 決 算 額 増　　減 摘　　　　　　　　　　　要

円 円 円 イ洞 林 寺 境 内 墓 地 287名× 15,000円＝ 4,305,000円

１．会　　　　費 5,385,000 5,226,000 △ 159,000

ロ洞 林 寺 葛 岡 墓 地 10名× 15,000円＝ 150,000円
ハお 骨 預 か り 5名× 15,000円＝ 75,000円
ニ他 管 理 墓 地 27名× 12,000円＝ 324,000円
ホ他管理墓地で位牌堂使用 5名× 15,000円＝ 75,000円
ヘ信 者 5名× 12,000円＝ 60,000円
ト過 年 度 分 6名　 ＝ 237,000円

２．護持会特別会費 100,000 270,000 170,000 永代供養塔申込者からの護持会費

３．雑 収 入 2,832 14 △ 2,818 預金利子

４．助 成 金 50,000 50,000 0

５．繰 入 金 200,000 0 △ 200,000

６．繰 越 金 462,168 462,168 0 令和４年度会計繰越金

合　　　　計 6,200,000 6,008,182 △ 191,818

※他管理墓地とは、葛岡・北山・泉の市民墓地および宮城霊園等、洞林寺以外が管理する墓地のことです。

　支　　　出
項　　　　目 予 算 額 決 算 額 増　　減 摘　　　　　　　　要

円 円 円 宗費（宗務庁） 504,770円
宗務所費、宗務所営繕基金等 183,200円
第２教区護持会　年会費 40,000円１．賦 課 金 750,000 727,970 △ 22,030

２．清 掃 費 1,300,000 1,269,850 △ 30,150
①境内・墓地　清掃 620,000円
②洞林寺葛岡墓地　清掃 200,000円
③本堂位牌堂会館　清掃・ガラス清掃 402,000円
④他清掃費用 47,850円

３．境 内 整 備 費 750,000 668,800 △ 81,200 境内・墓地　植木剪定

４．施 設 運 営 費 1,200,000 1,240,000 40,000 本堂大間、庫裡客間　畳替え 800,000円
駐車場白線補修 440,000円

５．会 議 費 100,000 54,924 △ 45,076
生花 45,430円
供物　菓子 5,202円
お茶等飲物 4,292円

６．会 報 制 作 費 450,000 411,245 △ 38,755 護持会会報　印刷代 317,790円
会報 送料 93,455円

７．火 災 保 険 料 200,000 186,920 △ 13,080 庫裡・会館 68,700円
火災保険料　本堂・位牌堂・不動堂 118,220円

８．月 牌 料 700,000 700,000 0 檀信徒先祖回向

９．教 化 費 100,000 125,374 25,374
施本（仏教すくーる） 41,606円
弔意用お線香 55,000円
新入学児童お祝い　記念品・送料 28,768円

10．事 務 費 150,000 83,140 △ 66,860
ハガキ・郵送料等 47,776円
送金手数料 2,200円
封筒、事務用品 33,164円

11．総持寺大遠忌寄付 0 0 0

12．護持会50周年記念 300,000 0 △ 300,000 護持会の周年行事は、55周年に行います。

13．積 立 金 100,000 270,000 170,000 特別会費の積立

14．別 途 積 立 金 0 0 0

15．予 備 費 100,000 0 △ 100,000

合　　　　計 6,200,000 5,738,223 △ 461,777

収入額 6,008,182円 － 支出額 5,738,223円 ＝ 繰越金 269,959円
※積立金　前年度までの特別会費分 615,000円　令和５年度特別会費分 270,000円　合計 885,000円
　別途積立金　護持会50周年記念式典のための積立金　200,000円。今後更に積立て55周年記念式典を行う。

令和６年１月23日　
諸帳簿並びに領収書を精査した結果、厳正に処理されていることを確認しました。

監事　　吉　田　正　一　印　
監事　　福　島　正　孝　印　
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令和６年度護持会会計予算（案） 自　令和６年１月１日
至　令和６年12月31日

　収　　　入
項　　　　目 前年度決算額 本年度予算額 増　　　減 摘　　　　　　　　　　　要

円 円 円 イ洞 林 寺 境 内 墓 地 287名× 15,000円= 4,305,000円

１．会　　　　費 5,226,000 4,989,000 △ 237,000

ロ洞 林 寺 葛 岡 墓 地 10名× 15,000円= 150,000円
ハお 骨 預 か り 5名× 15,000円= 75,000円
ニ他 管 理 墓 地 27名× 12,000円= 324,000円
ホ他管理墓地で位牌堂使用 5名× 15,000円= 75,000円
ヘ信 者 5名× 12,000円= 60,000円

２．護持会特別会費 270,000 100,000 △ 170,000 永代供養塔使用者から頂く護持会費

３．雑 収 入 14 1,041 1,027 預金利子

４．助 成 金 50,000 50,000 0 宗教法人会計（会館営繕志納金）より

５．繰 越 金 462,168 269,959 △ 192,209

合　　　　計 6,008,182 5,410,000 △ 598,182

　支　　　出
項　　　　目 前年度決算額 本年度予算額 増　　　減 摘　　　　　　　　　　　要

円 円 円
１．賦 課 金 727,970 730,000 2,030 宗費（宗務庁）、宗務所費、第２教区護持会会費

２．清 掃 費 1,269,850 1,250,000 △ 19,850 墓地・境内、清掃、本堂位牌堂・庫裡会館　清掃

３．境 内 整 備 費 668,800 680,000 11,200 境内庭木剪定、消毒

４．施 設 運 営 費 1,240,000 700,000 △ 540,000 駐車場　塀補修

５．会 議 費 54,924 300,000 245,076 総会資料　彼岸法要供物、お弁当、御寺院御布施等

６．会 報 制 作 費 411,245 400,000 △ 11,245 会報印刷代　送料等

７．火 災 保 険 料 186,920 190,000 3,080 本堂・位牌堂・書院、庫裡会館　火災保険

８．月 牌 料 700,000 700,000 0 檀信徒先祖供養

９．教 化 費 125,374 100,000 △ 25,374 施本、新入学児童記念品

10．事 務 費 83,140 80,000 △ 3,140 封筒、往復はがき、郵送料、事務用品

11．積 立 金 270,000 100,000 △ 170,000 護持会特別会費を将来のために積立てる

12．別 途 積 立 金 0 100,000 100,000 護持会創立55周年（令和10年）記念式典　積立

13．予 備 費 0 80,000 80,000

合　　　　計 5,738,223 5,410,000 328,223

令
和
五
年
度

活
動
報
告

１
・
１

三
朝
祈
祷

元
朝
先
祖
参
り

～
３

檀
信
徒
各
家
安
祥
祈
願

２
・
４

護
持
会
役
員
会

２
・
15

釈
尊
涅ね

槃は
ん

会え

３
・
21

春
彼
岸
法
要

護
持
会
総
会

入
学
児
童
お
祝
い
式

中
止

４
・
８

降
誕
会
（
花
ま
つ
り
）

６
・
17

護
持
会
役
員
会

７
・
30

菅
谷
不
動
尊
祭
典

８
・
12

盆
塔
祭

９
・
23

秋
彼
岸
法
要

10
・
13

洞
林
寺
婦
人
会
総
会

11
・
23

総
代
会

12
・
８

釈し
ゃ
く
そ
ん尊
成じ
ょ
う
ど
う
え

道
会

12
・
31

除
夜
の
鐘
、
初
参
り

令
和
六
年
度

活
動
計
画

一
、
新
年
御
祈
祷

一
、
春
彼
岸
会
、
護
持
会
総
会

一
、
新
入
学
児
童
お
祝
い
の
式

一
、
洞
林
寺
菅
谷
不
動
尊
祭
典

一
、
盆
塔
祭

一
、
秋
彼
岸
法
要

一
、
除
夜
の
鐘
、
初
参
り
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令
和
六
年
度

禅
を
き
く
会
御
案
内

四
月
十
八
日
（
木
）
十
四
時
三
十
分

講
師
：
神
奈
川
県

東
泉
寺
住
職

関
水

俊
道

老
師

演
題
：「
生
き
る
力
」
と
な
る
教
え

六
月
五
日
（
水
）
十
四
時
三
十
分

講
師
：
看
護
師
・
僧
侶

玉
置

妙
憂

老
師

演
題
：
今
よ
り
も

　
　
　
　
　
　

少
し
楽
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

生
き
方
の
ご
提
案

八
月
一
日
（
木
）
十
四
時
三
十
分

講
師
：
大
本
山
總
持
寺
副
貫
主

盛
田

正
孝

老
師

演
題
：
瑩
山
禅
師
に
学
ぶ

十
月
十
七
日
（
木
）
十
四
時
三
十
分

講
師
：
岩
手
県

永
昌
寺
住
職

海
野

義
範

老
師

演
題
：
繋
が
る
思
い

繋
が
る
絆

十
二
月
十
七
日
（
火
）
十
四
時
三
十
分

講
師
：
曹
洞
宗
国
際
禅
セ
ン
タ
ー

元
所
長

藤
田

一
照

老
師

演
題
：
仏
教
の
始
原「
樹
下
の
打
坐
」か
ら
学
ぶ

令
和
七
年
二
月
十
七
日
（
月
）
十
四
時
三
十
分

講
師
：
東
北
福
祉
大
学
学
長千

葉

公
慈

老
師

演
題
：
心
を
満
た
す
仏
教
の
智
慧

　
　
　
　
　
　

～
日
々
を
楽
し
む
た
め
に
～

会
場

楽
楽
楽
ホ
ー
ル

　
　

（
長
町
文
化
セ
ン
タ
ー
二
階
）

　
　
　

地
下
鉄
南
北
線
長
町
駅

　
　
　

チ
ケ
ッ
ト

各
回
五
百
円

☆
申
込
・
問
合
せ

曹
洞
宗
東
北
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー
ま
で

　
　
　

電
話　
　

〇
二
二

－

二
一
八

－

一
三
八
一

あ

と

が

き

広
報
幹
事

澤

田

裕

一

春
は
、
卒
業
や
入
学
な
ど
、
別
れ
と
出
会
い
が

交
錯
す
る
寂
し
く
も
あ
り
、
ま
た
嬉
し
く
も
あ
る

季
節
で
す
ね
。
仕
事
柄
、
多
く
の
方
々
の
「
退
職
」

と
い
う
場
面
に
遭
遇
し
ま
す
。「
退
職
」
は
第
二

の
人
生
の
入
学
式
の
よ
う
に
も
感
じ
る
こ
と
が
多

く
、
実
際
に
「
退
職
」
す
る
方
々
は
大
き
な
不
安

を
感
じ
な
が
ら
、
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
と
歩
ん
で
い

き
ま
す
。

退
職
は
第
二
の
青
春
時
代
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

気
持
ち
の
持
ち
方
次
第
で
次
の
ス
テ
ー
ジ
で
活
躍

で
き
る
か
否
か
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
の
で
、
前
向

き
な
気
持
ち
は
大
切
だ
と
常
々
感
じ
て
い
ま
す
。

最
後
に
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ル
マ
ン
の
「
青
春
」

と
い
う
詩
で
会
報
の
ス
テ
ー
ジ
の
閉
幕
と
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

青
春
と
は

人
生
の
あ
る
期
間
を
言
う
の
で
は
な
く
、

心
の
様
相
を
言
う
の
だ
。

優
れ
た
創
造
力
、
逞
し
き
意
志
、
炎
ゆ
る
情
熱
、

怯
懦
を
却
け
る
勇
猛
心
、

安
易
を
振
り
捨
て
る
冒
険
心
、

こ
う
言
う
様
相
を
青
春
と
言
う
の
だ
。
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洞
林
寺
護
持
会　
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）・
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・
伊
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若
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