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関
西
に
は
前
日
ま
で
大
型

台
風
が
直
撃
し
、
少
々
心
配

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
当
日

の
お
昼
頃
に
は
日
差
し
が
強

く
感
じ
ら
れ
る
良
い
お
天

気
に
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
兄
妹
は
現
地
で
合

流
し
、
最
初
に
龍
泉
庵
、
そ

し
て
玉
鳳
院
か
ら
開
山
堂
へ

と
通
し
て
頂
き
ま
し
た
。
中

で
も
開
山
堂
は
、
妙
心
寺
で

最
も
神
聖
な
場
所
で
、
祀
ら

れ
る
開
山
像
へ
毎
朝
の
洗
面

と
三
度
の
食
事
の
お
供
え
を

山
内
の
和
尚
様
方
が
交
代
で

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

お
話
を
伺
う
中
で
、「
請

う
、
そ
の
本
を
務
め
よ
」
と

言
う
お
言
葉
が
深
く
印
象
に

残
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
両

親
や
ご
先
祖
様
を
大
切
に
す

る
事
は
、
命
の
繋
が
り
に
感

謝
す
る
事
だ
と
改
め
て
気
付

か
さ
れ
ま
し
た
。
実
際
、
毎

日
の
生
活
の
中
で
は
甘
え
が

出
て
し
ま
い
、
親
に
優
し
く

接
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
出

来
ず
に
お
り
ま
す
が
、
幼
い

頃
に
私
が
し
て
貰
っ
た
よ
う

に
少
し
で
も
一
緒
に
笑
顔
の

時
間
を
持
て
る
よ
う
努
め
た

い
と
思
い
ま
す
。

お
昼
は
、
大
方
丈
で
「
阿

じ
ろ
」
の
精
進
膳
を
頂
き
ま

し
た
。
寒
い
季
節
に
な
る
の

で
、
根
菜
を
中
心
に
身
体
を

温
め
る
も
の
を
使
う
な
ど
の

説
明
を
伺
う
中
、
た
く
さ
ん

の
お
坊
様
方
が
お
世
話
を

し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
お

料
理
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が

丁
寧
に
作
ら
れ
て
あ
り
、
食

感
・
香
り
・
味
を
楽
し
み
ま

し
た
。
関
西
に
住
ん
で
い

る
為
、
お
正
月
は
毎
年
家
族

で
妙
心
寺
に
参
拝
し
て
い
た

事
も
あ
り
、
父
や
母
が
き
っ

と
喜
ん
だ
だ
ろ
う
と
思
い
な

が
ら
味
わ
い
ま
し
た
。

昼
食
後
、
し
ば
ら
く
他
の

檀
家
の
方
と
お
話
を
し
た
り

し
て
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
れ

に
し
て
も
、
大
分
か
ら
の
皆

様
は
お
元
気
で
す
。
私
も
た

く
さ
ん
笑
顔
に
な
り
ま
し

た
。そ

の
後
、
小
方
丈
か
ら
微

妙
堂
へ
抜
け
拝
観
さ
せ
て
頂

き
、
法
要
ま
で
少
し
時
間
が

あ
っ
た
の
で
、
２
〜
３
の
塔

頭
を
拝
観
さ
せ
て
頂
き
な
が

ら
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

普
段
、
拝
観
を
許
さ
れ
て
い

な
い
所
を
色
々
と
ご
案
内
く

だ
さ
り
、
貴
重
な
経
験
を
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
、
法
要
が
始
ま

る
の
で
法
堂
へ
向
か
い
ま
し

た
。
入
っ
て
す
ぐ
『
八
方
睨

み
の
龍
』
を
初
め
て
目
の
当

た
り
に
し
、
そ
の
迫
力
に
思

わ
ず
声
が
出
ま
し
た
。
ま
る

で
天
か
ら
龍
が
降
り
て
く
る

よ
う
に
も
観
え
、
前
の
人
に

続
い
て
席
ま
で
移
動
す
る

中
、
転
ば
な
い
よ
う
に
気
を

付
け
な
が
ら
眺
め
ま
し
た
。

観
る
方
向
で
印
象
が
変
わ
る

そ
う
で
す
。
今
回
は
、
法
要

中
で
じ
っ
く
り
と
観
る
事
が

出
来
な
か
っ
た
の
で
残
念
で

し
た
が
、
ま
た
ゆ
っ
く
り
と

観
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

今
回
、
こ
の
よ
う
な
催
し

へ
の
参
加
は
初
め
て
で
し

た
。
少
し
緊
張
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
最
初
に
優
し
く
説

明
し
て
下
さ
っ
た
の
で
安
心

し
て
臨
む
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
導
い
て
下
さ
る
和
尚

様
に
続
き
私
達
も
お
経
を
読

み
ま
し
た
が
、
大
勢
の
低
い

声
が
重
な
り
な
ん
と
も
言

え
ず
荘
厳
な
雰
囲
気
を
生
ん

で
い
た
よ
う
に
感
じ
ま
し

た
。関

西
に
住
ん
で
い
る
と
、

な
か
な
か
檀
家
の
方
と
の
接

点
が
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
日
、

皆
様
方
と
お
会
い
出
来
た
事

が
大
変
あ
り
が
た
い
機
会
と

な
り
ま
し
た
。
和
尚
様
不
在

の
中
、
お
ひ
と
り
で
色
々
と

ご
案
内
く
だ
さ
っ
た
奥
様
に

は
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ

れ
か
ら
も
こ
の
ご
縁
を
大
切

に
続
け
て
行
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

❷

開
山
無
相
大
師
６
５
０
年
遠
諱
団
参
を
終
え
て

大
阪
府
八
尾
市

郷
　
原
　
理�

子�

兄妹で参拝してくださった
郷原健一郎くんと理子さん

小野文永・アキ子ご夫妻 小野庫太・公子ご夫妻
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10
月
７
日
早
朝
、
折
か
ら

接
近
中
の
台
風
18
号
の
影
響

に
よ
る
強
い
雨
の
中
、
善
男

善
女
と
思
わ
れ
る
私
た
ち
正

定
寺
班
31
名
は
直
川
を
出
発

し
ま
し
た
。

大
分
自
動
車
道
を
北
上
し

て
福
岡
空
港
よ
り
伊
丹
空
港

に
到
着
、
は
と
バ
ス
に
て
奈

良
市
に
向
か
い
春
日
公
園
内

で
昼
食
後
、
華
厳
宗
総
本
山

東
大
寺
を
参
拝
、
木
造
建
築

物
と
し
て
は
現
在
世
界
最
大

と
言
う
こ
と
で
す
が
そ
れ
で

も
今
の
建
物
は
創
建
当
時
の

３
分
の
２
の
規
模
だ
そ
う
で

す
。
機
械
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
も
な
い
往
時
の
人
た
ち
の

智
恵
と
技
術
に
た
だ
た
だ
驚

嘆
す
る
ば
か
り
で
す
。

次
に
、
訪
れ
た
史
跡
は
立

宗
総
本
山
唐
招
堤
寺
で
す
。

こ
の
お
寺
に
は
個
人
的
に
関

心
が
あ
り
ま
し
た
。
20
年
程

前
に
井
上
靖
の「
天
平
の
甍
」

を
興
味
深
く
読
ん
だ
こ
と
を

思
い
出
し
鑑
真
和
上
の
偉
大

さ
を
再
認
識
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、終
日
雨
の
１
日
目
は
、

橿
原
神
宮
に
近
い
橿
原
ロ
イ

ヤ
ル
ホ
テ
ル
に
泊
ま
り
ま
し

た
。次

の
朝
、
ホ
テ
ル
の
テ
レ

ビ
を
つ
け
た
ら
台
風
18
号
は

東
海
地
方
に
上
陸
し
た
と
の

報
道
、
恐
ら
く
奈
良
地
方
も

夕
べ
か
ら
今
朝
に
か
け
て
激

し
い
雨
風
が
吹
き
荒
れ
た
の

で
し
ょ
う
が
、
旅
の
疲
れ
で

熟
睡
し
て
全
然
気
が
つ
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

そ
ん
な
中
、
添
乗
員
さ
ん

達
は
朝
早
く
か
ら
方
々
に
連

絡
し
た
結
果
、
予
定
通
り
高

野
山
に
参
拝
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
が
、
途
中
の
河
川

は
濁
流
、
道
路
は
木
の
枝
等

が
散
乱
し
て
お
り
特
に
紀
ノ

川
上
流
の
濁
流
は
凄
く
ガ
イ

ド
さ
ん
も
こ
ん
な
大
水
を
見

る
の
は
初
め
て
だ
と
驚
い
て

い
ま
し
た
。
バ
ス
は
予
定
通

り
高
野
山
に
着
き
ま
し
た
が

先
ほ
ど
通
っ
た
道
は
直
後
不

通
に
な
り
、
帰
り
は
迂
回
道

路
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
言
う
こ
と
で
し
た
。

そ
ん
な
中
、
永
年
の
夢
で

し
た
弘
法
大
師
開
祖
の
真
言

蜜
教
高
野
山
に
お
参
り
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
雨
も

午
後
は
あ
が
り
、
杉
の
枝
葉

が
散
乱
す
る
参
道
を
奥
の
院

ま
で
参
拝
す
る
こ
と
が
で

き
、
３
時
過
ぎ
に
バ
ス
は
一

路
京
都
に
向
け
て
出
発
し
ま

し
た
。

京
都
で
は
、
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
さ
れ
た
二
条
城
の
真
向
か

い
京
都
国
際
ホ
テ
ル
に
泊
ま

り
ま
し
た
。

天
気
も
ほ
ぼ
回
復
し
旅
も

３
日
目
を
迎
え
、
他
の
バ
ス

は
二
条
城
を
見
学
し
ま
し
た

が
、
私
た
ち
は
相
国
寺
に
向

か
い
ま
し
た
。
臨
済
宗
大
本

山
相
国
寺
で
通
常
の
観
光
コ

ー
ス
に
入
っ
て
な
く
最
初
は

バ
ス
の
乗
り
入
れ
も
断
ら
れ

ま
し
た
が
、
正
定
寺
の
奥
様

等
の
御
尽
力
で
特
別
に
拝
観

が
許
可
さ
れ
、
京
都
を
何
百

回
も
案
内
し
た
と
い
う
大
ベ

テ
ラ
ン
の
自
称
上
沼
恵
美
子

ガ
イ
ド
さ
ん
も
初
め
て
拝
観

で
き
た
と
感
激
し
て
い
ま
し

た
。さ

て
、
バ
ス
は
相
国
寺
を

後
に
し
妙
心
寺
へ
到
着
、
昼

食
を
は
さ
み
広
大
な
山
内
の

龍
泉
庵
、微
妙
殿
等
を
拝
観
、

散
策
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
午
後
２
時
緊
張

と
期
待
が
交
差
す
る
な
か
法

堂
で
の
６
５
０
年
遠
諱
に
参

加
致
し
ま
し
た
が
大
変
厳
粛

な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
身
の

引
き
締
ま
る
貴
重
な
有
難
い

時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
最
初
は
世
界
遺
産

を
３
箇
所
も
見
物
で
き
る
ぞ

と
観
光
気
分
で
参
加
し
ま
し

た
が
、
今
後
は
遠
諱
法
要
の

感
動
を
忘
れ
ず
に
こ
の
経
験

を
少
し
で
も
生
か
せ
る
様
に

努
力
し
た
い
と
思
い
ま
し

た
。夫

婦
で
参
加
さ
せ
て
頂
き

４
日
間
大
変
お
世
話
に
な
り

本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

感
謝
合
掌

妙
心
寺
開
山
無
相
大
師
６
５
０
年
遠
諱
に
お
参
り
し
て

直
川
仁
田
原
内
水
　
戸
　
高
　
　
　
忠

船中でくつろぐ
戸高　忠・松栄ご夫婦

戸高　忠・松栄ご夫婦
小野浩伸さん

柳井久美子さん・柳井登志子さん
御手洗ヨネ子さん・小田木布子さん
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❹

◆ 妙心寺開山650年遠諱スナップ ◆

岡田喜敏・千壽子ご夫婦

大畑利春さん・御手洗晴視さん

鴨尾利夫・ヱイ子ご夫婦

川野久美子さん・安藤リヨ子さん
久保田キヨエさん・柳井香代子さん

安藤健辞・リヨ子ご夫婦

御手洗晴視・ヨネ子ご夫婦

甲斐龍太さん
久仁子さんと

お姉さんの高治喜代子さん

龍泉菴前で

山田桂子さん・小野シマ子さん
五十川キミエさん



❺
臨済宗（禅宗）妙心寺派　正　定　寺　寺　報 ほうりんしょうじゃ

〈家族みんなで読みましょう〉

開
山
さ
ま
が
今
か
ら
６
５

０
年
前
に
84
才
で
亡
く
な
ら

れ
、
今
年
が
丁
度
50
年
に
一

度
の
本
山
法
要
が
営
ま
れ
今

回
こ
の
ご
縁
で
参
拝
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
日
程
は
10
月

７
日
か
ら
の
３
泊
４
日
で
し

た
が
台
風
17
号
・
18
号
の
上

陸
予
報
で
出
発
が
直
前
ま
で

危
ぶ
ま
れ
る
状
況
の
中
、
私

達
は
台
風
よ
り
一
足
早
く
目

的
地
に
到
着
が
出
来
、
参
加

者
一
同
ホ
ッ
と
し
て
お
り
ま

し
た
。
正
定
寺
よ
り
42
名
の

参
加
予
定
で
し
た
が
直
前
に

な
り
小
原
住
職
の
体
調
不
良

に
よ
り
同
行
出
来
な
か
っ
た

事
が
誠
に
残
念
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
代
り
に
奥
様
が
全

員
の
お
世
話
役
で
頑
張
っ
て

る
姿
に
目
頭
の
熱
く
な
る
の

を
覚
え
ま
し
た
。

到
着
初
日
は
奈
良
東
大
寺

の
大
仏
様
に
約
20
年
ぶ
り
に

再
会
し
ま
し
た
。
改
め
て
建

物
の
大
き
さ
や
大
仏
様
の
大

き
さ
に
、
た
だ
た
だ
「
大
き

い
な
ぁ
ー
大
き
い
な
ぁ
ー
」

の
連
発
で
し
た
。
建
物
を
支

え
る
直
径
２
ｍ
を
超
え
る
よ

う
な
大
き
な
柱
を
見
上
げ
な

が
ら
、
つ
い
「
ど
こ
か
ら
も

っ
て
き
た
ん
や
ろ
う
か
？
」

「
杉
じ
ゃ
ろ
う
か
？
檜
じ
ゃ

ろ
う
か
？
」
と
毎
回
同
じ
よ

う
な
疑
問
が
出
る
く
ら
い
素

晴
し
い
も
の
ば
か
り
で
し

た
。二

日
目
は
高
野
山
へ
の
参

拝
。
こ
こ
は
四
国
八
十
八
ヶ

所
巡
礼
の
最
後
が
高
野
山
と

言
わ
れ
る
所
で
す
。
戦
国
の

武
将
か
ら
、時
の
総
理
大
臣
、

そ
し
て
経
済
界
や
文
化
人
等

各
界
の
著
名
な
方
々
の
墓
が

所
狭
し
と
並
ん
で
ま
す
。
生

き
て
る
時
は
皆
ん
な
名
を
馳

せ
た
御
人
ば
か
り
で
し
ょ
う

が
、
土
の
中
に
眠
っ
て
る
状

態
は
「
無
」
で
し
か
感
じ
ら

れ
ま
せ
ん
。
や
は
り
人
間
は

「
生
」
あ
る
間
が
い
か
に
大

切
な
事
で
、
又
大
切
に
し
て

日
々
の
生
活
を
過
ご
す
よ
う

に
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

そ
れ
と
他
に
も
う
１
つ
目

を
み
は
る
の
が
樹
齢
２
０
０

年
を
超
え
た
よ
う
な
素
晴
し

い
杉
並
木
で
何
度
み
て
も
ほ

れ
ぼ
れ
し
ま
す
。

三
日
目
が
今
回
目
的
の
本

山
法
要
で
す
。
午
後
か
ら
の

法
要
の
前
に
朝
一
番
で
の
訪

問
先
は
正
定
寺
後
継
者
（
拓

朗
君
）
の
修
行
寺
の
相
国
寺

（
シ
ョ
ウ
コ
ク
ジ
）
で
し
た
。

あ
の
有
名
な
金
閣
寺
・
銀
閣

寺
を
か
か
え
る
大
変
大
き
な

お
寺
で
伺
っ
た
時
に
若
い
修

行
僧
が
朝
の
庭
清
掃
に
励
ん

で
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中

に
拓
朗
君
は
居
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
修
行
期
間
中
は
面
会

も
出
来
な
い
し
相
国
寺
の
修

行
は
大
変
厳
し
い
と
の
こ
と

で
す
。

い
よ
い
よ
本
山
で
す
。
東

京
ド
ー
ム
７
つ
分
の
広
い
敷

地
の
中
に
数
多
く
の
寺
院
が

あ
る
の
に
驚
き
で
す
。
４
人

の
弟
子
に
そ
れ
ぞ
れ
寺
を
持

た
せ
そ
の
１
つ
に
龍
泉
庵
と

い
う
大
き
な
寺
が
あ
り
こ
れ

が
正
定
寺
の
直
属
の
寺
で
あ

る
と
の
事
で
入
念
に
見
学

し
、
他
の
所
も
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
を
見
さ
せ
て
頂
き
、
お

昼
に
は
大
広
間
で
の
精
進
料

理
を
物
め
ず
ら
し
く
い
た
だ

き
ま
し
た
。

２
時
か
ら
の
６
５
０
年
遠

諱
法
要
が
ロ
ー
ソ
ク
だ
け
の

う
す
暗
い
中
で
お
ご
そ
か
に

約
１
時
間
行
わ
れ
る
中
、
つ

い
午
前
中
の
歩
き
疲
れ
が
心

地
よ
い
読
経
に
な
っ
た
り
も

し
ま
し
た
が
無
事
今
回
の
目

的
を
成
す
事
が
出
来
ま
し

た
。一

行
は
そ
の
ま
ま
関
西
フ

ェ
リ
ー
乗
場
に
バ
ス
に
て
向

か
い
夕
食
は
船
上
に
て
と
り

翌
朝
大
分
港
に
到
着
。
全
く

予
期
し
て
い
な
い
事
が
あ
り

ま
し
た
。
入
院
術
後
の
身
体

を
お
し
て
小
原
住
職
が
和
可

子
ち
ゃ
ん
（
娘
）
の
介
添
で

立
っ
て
迎
え
て
く
れ
た
で
は

な
い
で
す
か
。
ま
た
ま
た
目

頭
が
熱
く
な
っ
た
も
の
で

す
。
今
回
初
め
て
の
妙
心
寺

本
山
の
参
拝
で
41
名
の
方
が

無
事
に
目
的
を
果
た
せ
、
日

頃
接
す
る
事
も
な
か
な
か
機

会
の
な
い
方
々
と
旅
行
を
通

じ
ふ
れ
あ
い
を
築
け
た
事
に

感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

妙
心
寺
６
５
０
年
遠
諱
法
要
に
て

直
川
下
直
見
江
河
内
　
小
　
野
　
永
　
生
（
正
定
寺
檀
徒
総
代
）

柳井道則さん
大畑利春さん

河野豊美さん
川下佐和代さん

武田　守さん
安藤廣美さん
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❻

第２回正定寺杯ゴルフコンペ

平成21年9月27日（日）正定寺花園会青壮年部の主催で 直川カントリー倶楽部を
12時00分スタートで第2回正定寺杯ゴルフコンペが開催しました。 

開会式では小田木聖孝青壮年部長の挨拶と村西栄二部
員の競技説明があり、
25名の参加者はコースへと出発しました。

ラウンド終了後はレストラン「コリーヌ」で表彰式及
び懇親会を行いました。 
今回の優勝は赤木（市屋敷）の 阿部元治さん 
ベストグロス賞は小野永生総代（江河内） 
最高齢者賞は鴨尾利夫さん（神の原） 
遠来者賞は大分市から参加の小野衛さん（神内出身） 
ブービー賞は飛田美枝子さん（杭の内） 
敢闘賞は栁井道則総代顧問（中道） 

今回は久留須ゴルフ倶楽部と仁田原ゴルフ倶楽部の皆
さんも参加して頂き賑やかな開催となりました。

第2回優勝者の阿部元治さん

開会式

小田木聖孝花園会青壮年部長（右端）の挨拶

懇親会

久留須ゴルフ倶楽部も参加頂きました

ニア
ピン

③ ⑥ ⑬ ⑰
村西 三浦 大下 風戸

ドラ
コン

⑦ ⑯
三浦 古元

大会結果

ネット 氏　名 グロス
58.8 阿部　元治 70
60.0 仲野　裕二 76
60.6 小野　永生 61
61.0 小野　晴基 65
62.0 甲斐　正充 66
62.4 風戸　賢司 64
62.4 戸伏　賢二 70
62.6 三浦日出男 75
62.8 古元　親夫 74
62.8 曽根　田実 80
63.0 飛田　清馬 73
63.0 御手洗　哲 79
63.2 栁井　孝博 66
63.2 大下　英俊 72
63.2 鳴海　三吉 72
63.4 村西　栄二 77
63.4 近藤　健一 77
64.0 鴨尾　利夫 80
64.2 御手洗　堅 85
64.4 大司　八郎 90
65.2 志賀健一郎 74
65.8 小野　　衛 83
67.0 大司八重蔵 95
67.4 飛田美枝子 93
67.8 栁井　道則 85



❼
臨済宗（禅宗）妙心寺派　正　定　寺　寺　報 ほうりんしょうじゃ

〈家族みんなで読みましょう〉

第
３
回

黄
龍
窟
杯
グ
ラ
ン
ド

ゴ
ル
フ
大
会

九
州
東
教
区
第
２
部
主
催

で
の
平
成
21
年
11
月
10
日

（
火
）
に
行
わ
れ
る
予
定
の

「
第
３
回
　
黄
龍
窟
杯
グ
ラ

ン
ド
ゴ
ル

フ
大
会
」

が

雨
の

為
中
止
に

な
り
ま
し

た
の
で
、

参
加
者
は

「
寺
院
巡

拝
」
を
行

い
ま
し
た
。

大
会
会
場
の
佐
伯
市
米
水

津
に
あ
り
ま
す
潮
月
寺
さ
ん

へ
お
参
り
し
ま
し
た
。

潮
月
寺
さ
ん
の
ご
厚
意
で

お
昼
ご
飯
を
書
院
で
頂
き
ま

し
た
。

「
黄
龍
窟
杯
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル

フ
大
会
」
は
昨
年
亡
く
な
り

ま
し
た
養
賢
寺
新
命
老
大
師

が
主
催
さ
れ
今
年
度
は
老
大

師
を
偲
ぶ
大
会
と
し
て
計

画
さ
れ
た
も
の
で
す
。

第
15
回
九
州
東
教
区
花
園
地

方
研
修
大
会
・
花
園
女
性
部

総
会平

成
21
年
11
月
４
日（
水
）

別
府
亀
の
井
ホ
テ
ル
で
総
裁

代
理
の
養
賢
寺
僧
堂
師
家
・

片
岡
省
念
老
大
師
を
講
師
と

し
て
花
園
会
本
部
長
の
林

学
道
師
よ
り「
ど
う
活
か
す
、

わ
た
し
の
い
の
ち
」
の
研
修

テ
ー
マ
の
基
調
講
演
や
各
部

女
性
部
か
ら
の
体
験
発
表
な

ど
終
日
研
修
を
行
い
ま
し

た
。
正
定
寺
か
ら
女
性
部
役

員
４
名
が
参
加
し
ま
し
た
。女性部会計の柳井久美子さん・副部長の川野久美子さん

部長の甲斐久仁子さん・副部長の安藤リヨ子さん

花園会本部長の
林　学道師

総裁代理の養賢寺僧堂師家
片岡省念老大師潮月寺書院で昼食

《
正
定
寺
花
園
会
役
員
名
簿
》

花
園
会
会
長（
檀
徒
総
代
）

甲
斐
　
照
光

花
園
会
役
員（
檀
徒
総
代
）

小
野
　
永
生

花
園
会
役
員（
檀
徒
総
代
）

御
手
洗
晴
視

花
園
会
役
員（
檀
徒
総
代
）

安
藤
　
廣
美

花
園
会
会
計
・
事
務
局

村
西
　
栄
二

花
園
会
女
性
部
部
長（
第
二
部
女
性
部
副
部
長
）

甲
斐
久
仁
子

花
園
会
女
性
部
副
部
長

安
藤
リ
ヨ
子

花
園
会
女
性
部
副
部
長

川
野
久
美
子

花
園
会
女
性
部
会
計
・
事
務
局

柳
井
久
美
子

花
園
会
青
壮
年
部
長（
第
二
部
青
壮
年
部
副
部
長
）
小
田
木
聖
孝

《
正
定
寺
花
園
会
地
区
世
話
人
名
簿
》

内
水
地
区

戸
高
　
浅
生

椛
杭
地
区
　
御
手
洗
　
哲

岸
の
上
地
区

櫻
井
　
　
孝

上
の
地
地
区
　
植
田
　
純
市

細
川
内
地
区

小
野
　
浩
伸

柚
の
原
地
区
　
染
矢
　
博
正

黒
岩
地
区

小
野
　
　
力

大
鶴
地
区
　
三
浦
　
伸
一

羽
木
蜷
地
区

大
竹
　
良
一

神
の
原
地
区
　
尾
形
　
利
勝

神
栗
地
区

平
井
　
均
和

市
屋
敷
地
区
　
柳
井
　
百
人

堂
師
地
区

羽
明
　
忠
義

野
の
内
地
区
　
川
野
　
貴
重

立
長
地
区

立
箱
　
和
人

中
道
地
区
　
安
藤
　
慶
喜

吹
原
地
区

山
内
　
一
平
久
留
須
・
新
中
地
区

大
司
　
八
郎

竹
園
地
区

竹
中
　
裕
子
間
庭
・
中
津
留
地
区

簀
戸
　
精
一

江
河
内
・
道
越
地
区

甲
斐
　
龍
太

尾
浦
地
区
　
山
本
　
春
男

旧
佐
伯
地
区

仲
宮
　
哲
男

花
園
会
会
計
監
査
委
員

御
手
洗
　
　
　
哲

花
園
会
会
計
監
査
委
員

竹
　
中
　
裕
　
子

花
園
会
女
性
部
会
計
監
査
委
員

小
　
野
　
宣
　
子

花
園
会
女
性
部
会
計
監
査
委
員

柳
　
井
　
政
　
子

柳井順一郎さん・小野　浩伸さん
三浦　伸一さん・山田　佐一さん
安藤　慶喜さん・五十川キミエさん
小田木布子さん・甲斐久仁子さん
山田マキエさん
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什
物
」
な
ど
の
整
理
を
目
的

と
し
た
条
件
下
で
の
話
し
合

い
と
な
り
ま
し
た
。

徒
弟
で
あ
る
南
陽
禅
士
は

来
春
に
は
副
住
職
申
請
を
行

い
ま
す
。
既
に
法
類
寺
院
・

総
代
よ
り
推
薦
さ
れ
全
て
の

書
類
は
整
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
京
都
相
国
寺
専
門

道
場
よ
り
暫
暇
頂
き
正
定
寺

へ
戻
っ
て
来
て
い
ま
す
が
春

以
降
は
修
行
に
専
念
す
る
た

め
に
新
た
に
修
行
道
場
へ
掛

搭
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

住
職
治
療
中
は
、
総
代
役

員
を
は
じ
め
、
檀
家
の
皆

様
と
共
に
菩
提
寺
で
あ
る

正
定
寺
を
し
っ
か
り
護
持

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。正

定
寺
役
員
一
同

《
法
類
寺
院
の
説
明
》

檀
信
徒
に
は
聞
き
慣
れ
な

い
「
法
類
寺
院
」
と
い
う
言

葉
は
一
般
で
云
う「
家
親
類
」

の
事
で
す
。「
法
類
寺
院
」

に
は
「
寺
附
法
類
と
身
附
法

類
」
が
あ
り
ま
す
。

（
１
）「
寺
附
法
類
」
と
は
江

戸
時
代
よ
り
の
縁
故
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
、
正
定
寺

が
何
事
か
あ
れ
ば
寺
院
の

護
持
興
隆
に
寄
与
す
る
寺

院
で
す
。

（
２
）「
身
附
法
類
」
と
は
明

治
時
代
よ
り
師
弟
関
係
の

法
縁
で
定
め
ら
れ
、
正
定

寺
が
何
事
か
あ
れ
ば
住

職
・
寺
族
を
擁
護
し
寺
院

の
安
泰
に
寄
与
す
る
寺
院

で
す
。

※
法
系
・
縁
故
な
ど
詳
し
く

は
正
定
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

〔
議
事
内
容
〕

（
１
）
住
職
治
療
中
の
対
応

葬
儀
導
師
は
法
類
寺
院
住

職
及
び
宇
目
寺
院
住
職
に

お
願
い
致
し
ま
す
。
法
要

に
付
い
て
は
徒
弟
及
び
近

隣
寺
院
の
住
職
に
お
願
い

致
し
ま
す
。

（
２
）
晋
山
式
の
時
期
と

今
後
の
新
命
和
尚

第
２２
世
豊
嶽
和
尚
の
晋
山

式
が
昭
和
２９
年
（
１
９
５

４
）
に
行
わ
れ
現
住
職
が

昭
和
５７
年
（
１
９
８
２
）

に
挙
行
し
て
い
ま
す
。
約

３０
年
に
一
度
晋
山
式
が
行

わ
れ
ま
す
。
以
前
か
ら
新

総
代
・
役
員
に
は
平
成
２４

年
（
２
０
１
２
）
頃
を
目

標
に
第
２４
世
住
職
の
晋
山

式
を
考
え
て
い
ま
し
た
の

で
来
年
度
よ
り
そ
の
検
討

に
入
り
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

（
晋
山
式
と
は
「
山
に
す

す
む
」
と
云
う
意
味
で
次

の
住
職
を
迎
え
る
儀
式
の

事
で
す
。）

（
３
）
寺
院
の
組
織
説
明
と
　

収
支
な
ど
の
説
明

法
類
寺
院
と
総
代
が
同
席

し
た
上
で
「
総
代
・
花
園

会
・
女
性
部
・
青
壮
年

部
」
の
組
織
状
態
や
会
議

日
程
と
「
花
園
会
収
支

（
護
持
金
）
・
常
住
法
人

収
支
（
布
施
等
）」
の
説

明
な
ど
が
行
な
わ
れ
ま
し

た
。

（
４
）
境
外
地
の
対
応

既
に
皆
さ
ま
へ
周
知
し
て

い
ま
す
和
合
寺
の
対
応

は
、
引
き
続
き
跡
地
の
整

理
を
検
討
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
又
、
四
方
境

外
仏
像
の
一
つ
で
あ
る
願

王
庵
の
対
応
を
今
後
は
以

下
の
通
り
で
管
理
を
行
い

た
い
と
考
え
ま
す
。

宝
盈
山
願
王
庵

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
通
称：

黒
沢
地
蔵
）

【
地
区
の
方
々
が
覚
え
て
か

ら
】昭

和
２１
年
か
ら
昭
和
３０
年

ま
で
森
本
真
道
和
尚
が
千
巌

和
尚
と
豊
嶽
和
尚
の
副
住
職

と
し
て
願
王
庵
を
護
持
（
ま

も
る
）
し
て
い
ま
し
た
。

真
道
和
尚
が
願
王
庵
を
退

山
す
る
昭
和
３０
年
に
後
藤
主

誠
和
尚
（
真
言
宗
僧
侶
）
が

細
川
内
地
区
の
承
諾
を
得
て

住
菴
し
ま
し
た
。

❽

檀
信
徒
さ
ま
へ
の
お
知
ら
せ

「
法
類
寺
院・檀
徒
総
代
・
花
園
会
役
員
合
同
会
議
」
の

ご
報
告

平
成
２１
年
１１
月
２２
日
午
後

６
時
よ
り
「
法
類
寺
院
・
檀

徒
総
代
・
花
園
会
役
員
合
同

会
議
」
が
正
定
寺
書
院
で
行

わ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
病
気
療
養
中
の
住

職
が
来
年
春
先
ま
で
治
療
に

専
念
し
ま
す
の
で
そ
の
間
法

務
が
滞
り
な
く
、
又
檀
信
徒

の
皆
さ
ま
に
ご
心
配
を
お
掛

け
し
な
い
よ
う
に
と
臨
時
の

合
同
会
議
を
行
い
、
今
後
の

対
応
を
検
討
致
し
ま
し
た
。

会
議
に
先
立
ち
「
法
類
寺

院
・
総
代
・
各
役
員
な
ど
」

の
紹
介
を
行
い
ま
し
た
。
法

類
寺
院
は
正
定
寺
の
全
て
の

事
柄
を
各
立
場
に
鑑
み
て
把

握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、「
法
要
の
対
応
」
・

「
晋
山
の
時
期
」
・
「
組
織

説
明
」
や
「
土
地
・
建
物
・



❾
臨済宗（禅宗）妙心寺派　正　定　寺　寺　報 ほうりんしょうじゃ

〈家族みんなで読みましょう〉

昭
和
４１
年
か
ら
豊
嶽
和
尚

（
正
定
寺
先
住
職
）
の
副
住

職
と
し
て
後
藤
正
観
和
尚
が

正
式
に
住
菴
し
て
い
ま
す
。

現
在
に
至
る
ま
で
周
辺
の

整
理
や
庫
裡
の
新
築
な
ど
功

績
も
顕
著
で
師
の
徳
と
す
る

と
こ
ろ
で
す
。

正
観
和
尚
は
平
成
元
年

（
正
定
寺
の
住
職
交
代
）
に

役
職
を
退
職
し
て
先
副
住
職

（
所
属
は
正
定
寺
）
と
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
龍
護
寺
住

職
に
請
わ
れ
て
副
住
職
を
退

職
・
晋
山
し
た
森
本
真
道
和

尚
の
様
に
こ
の
度
、
正
定
寺

か
ら
江
國
寺（
佐
伯
市
柏
江
）

へ
の
入
寺
（
転
籍
）
申
請
が

整
い
ま
し
た
。

所
属
寺
院
が
正
定
寺
か
ら

江
國
寺
へ
と
代
わ
っ
た
事

で
、
願
王
庵
に
こ
の
ま
ま
住

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か

本
人
（
後
藤
正
観
和
尚
）
も

危
惧
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ま
で
通
り
の
布
教
活
動
を
行

い
本
山
懲
誡
規
定
な
ど
に
抵

触
せ
ず
法
灯
護
持
が
専
一
に

行
わ
れ
れ
ば
正
定
寺
・
総

代
・
地
区
役
員
も
住
す
る
事

へ
の
障
害
は
無
い
と
説
明
さ

れ
ま
し
た
。

住
す
る
条
件
と
し
て
本
寺

開
山
の
「
利
翁
和
尚
香
資

（
開
山
香
資
）」
と
「
ご
開
帳

収
支
決
算
書
提
出
」
の
二
点

が
須
く
滞
ら
な
い
事
が
条
件

で
そ
の
旨
も
詳
し
く
説
明
さ

れ
ま
し
た
。

年
中
行
事
の
ご
開
帳
は
今

ま
で
通
り
地
区
導
師
は
正
定

寺
か
ら
出
向
く
旨
や
地
区
世

話
人
・
総
代
に
は
今
後
も
願

王
庵
の
伝
統
行
事
を
護
持
す

る
協
力
も
重
ね
て
お
願
い
致

し
ま
し
た
。

（
５
）
兼
務
住
職
時
の
対
応

住
職
に
何
事
か
あ
る
場
合

は
法
類
寺
院
の
中
か
ら

「
兼
務
住
職
」
が
選
定
さ

れ
ま
す
。
兼
務
住
職
が
新

住
職
晋
山
ま
で
に
護
持
と

法
務
が
す
み
や
か
に
行
え

る
よ
う
に
総
代
・
役
員
も

協
力
し
て
頂
く
よ
う
に
お

願
い
を
致
し
ま
し
た
。

《
出
席
及
び
案
内
者
》

【
法
類
寺
院
】

寺
附
法
類
総
代

洞
明
寺
（
弥
生
）

身
附
法
類
総
代

崇
圓
寺
（
宇
目
）

寺
附
法
類

瑞
祥
寺
（
本
匠
）

【
部
内
】

二
部
支
所
長

長
昌
寺
（
宇
目
）

【
法
縁
】

後
藤
正
観
和
尚

【
檀
徒
総
代
】

甲
斐
　
照
光
（
下
直
見
）

小
野
　
永
生
（
下
直
見
）

御
手
洗
晴
視
（
仁
田
原
）

安
藤
　
廣
美
（
赤
　
木
）

【
花
園
会
役
員
】

会
計
・
事
務
局

村
西
　
栄
二
（
赤
　
木
）

細
川
内
世
話
人

小
野
　
浩
伸
（
仁
田
原
）

【
顧
問
】

栁
井
　
道
則
（
赤
　
木
）

栁
井
　
孝
義
（
仁
田
原
）

【
正
定
寺
】

小
原
　
寿
山
（
住
　
職
）

小
原
　
南
陽
（
徒
　
弟
）

※
甲
斐
照
光
総
代
・
栁
井
道

則
顧
問
は
風
邪
の
為
欠
席

除
夜
の
鐘

腐
食
し
て
い
た
木
製
の
階

段
を
新
し
く
致
し
ま
し
た
。

こ
の
階
段
は
平
成
１１
年
春

に
山
門
を
改
修
し
た
時
に
設

置
さ
れ
ま
し
た
が
、
１０
年
目

に
し
て
取
り
替
え
と
な
り
ま

し
た
。
除
夜
の
鐘
は
１２
月
３１

日
午
後
１１：

３０
分
か
ら
ど
な

た
で
も
撞
く
事
が
出
来
ま

す
。大

般
若
会
の
ご
案
内

来
る
一
月
二
十
日
（
水
）
午
前
十
一
時
よ
り
大
般

若
会
を
執
り
行
い
ま
す
。
高
齢
者
や
お
体
が
ご
不
自

由
な
皆
さ
ま
の
為
に
、
当
日
は
仁
田
原
公
民
館
前
に

タ
ク
シ
ー
が
配
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

正
定
寺
へ
の
登
り
降
り
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
横
断
歩
道
の
無
い
場
所
で
の
往
来
は
危
険

で
す
の
で
、
国
道
横
断
時
に
は
必
ず
横
断
歩
道
を
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。
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❿

山門施餓鬼会
平
成
２１
年
９
月
２２
日
（
火
）
午
前
１１
時
よ
り
恒
例
の
「
秋
彼
岸
山
門
大
施
餓
鬼
会
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

１
２
０
名
の
参
拝
者
が
五
色
に
荘
厳
さ
れ
た
本
堂
で
施
餓
鬼
棚
へ
「
水
向
け
供
養
」
を

致
し
ま
し
た
。

供
養
霊
は
６
３
５
霊
で
近
隣
の
和
尚
さ
ま
１０
名
に
よ
り
独
特
の
声
明
で
一
霊
一
霊
が
水

塔
婆
供
養
さ
れ
て
本
堂
に
戒
名
が
響
き
わ
た
り
ま
し
た
。

お接待

施餓鬼の始まりを告げる大鐘

和尚さま方の声明

水塔婆の戒名を読み上げる梅南寺和尚さま 

御幣など施餓鬼の準備をする
女性部の皆さん
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位牌堂での

平成21年　秋彼岸

法要の後には17年続く女性部ボランティア
（老人介護施設にタオルを寄贈）

参拝者の皆さん
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今
年
も
年
の
瀬
を
迎
え
ま
し

た
。
仕
事
納
め
の
前
に
片
付
け

て
お
か
な
け
れ
ば
と
仕
事
に
励

む
人
や
、
家
庭
で
は
掃
除
や
正

月
を
迎
え
る
準
備
で
忙
し
く
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
除

夜
の
鐘
が
聞
こ
え
て
く
れ
ば
、

あ
ぁ
新
し
い
年
を
迎
え
る
こ
と

が
で
き
る
な
あ
と
つ
く
づ
く
思

わ
れ
ま
す
。

さ
て
、
新
年
を
迎
え
れ
ば
多

く
の
皆
さ
ん
が
神
社
に
初
詣
を

さ
れ
ま
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
、
感

謝
祭
と
い
ろ
い
ろ
な
行
事
に
参

加
さ
れ
た
人
た
ち
も
、
正
月
は

晴
れ
着
を
着
て
神
社
に
詣
で
る

の
が
昔
か
ら
の
習
慣
に
な
っ
て

い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
神
社
に
詣
る
ま

え
に
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
の

が
、
我
が
家
の
お
仏
壇
に
手
を

合
わ
せ
る
こ
と
で
す
。

今
日
こ
こ
に
こ
う
し
て
、
新

し
い
年
を
家
族
そ
ろ
っ
て
迎
え

る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
そ
れ

は
た
だ
の
偶
然
で
は
な
く
、
は

る
か
昔
か
ら
、
途
絶
え
る
こ
と

な
く
生
命
の
火
を
灯
し
つ
づ
け

て
来
て
く
れ
た
、
何
代
に
も
わ

た
る
ご
先
祖
様
の
お
か
げ
で
あ

り
、
そ
う
思
え
ば
、
こ
う
し
て

人
と
し
て
生
ま
れ
、
生
き
て
い

る
こ
と
を
（
そ
こ
に
は
色
々
つ

ら
い
こ
と
、
苦
し
い
こ
と
が
あ

る
に
せ
よ
）、
深
く
感
謝
す
べ

き
で
し
ょ
う
。
ま
た
現
在
の
生

活
は
、
実
に
多
く
の
人
々
の
労

働
と
智
恵
の
お
か
げ
だ
と
い
う

こ
と
に
も
思
い
至
る
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

仏
壇
の
前
で
手
を
合
わ
す
の

は
、
何
か
を
お
願
い
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
う
し
た
感
謝
の
気

持
ち
を
、
合
掌
と
い
う
形
で
表

す
の
で
す
。

ま
た
、
今
で
は
深
い
山
の
な

か
に
お
墓
が
あ
る
と
い
う
お
家

は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
雪
も

な
く
足
下
が
良
け
れ
ば
、
ど
う

ぞ
お
墓
に
も
お
参
り
く
だ
さ

い
。盆
や
彼
岸
だ
け
で
は
な
く
、

家
族
揃
っ
て
無
事
に
新
年
を
迎

え
る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
を
、

ぜ
ひ
墓
前
で
報
告
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
う
す
れ
ば
、
新
春
ら
し

い
晴
れ
や
か
な
気
持
ち
に
な
る

も
の
で
す
。

お
子
さ
ん
た
ち
に
、
小
さ
い

う
ち
か
ら
感
謝
し
手
を
合
わ
せ

る
習
慣
を
つ
け
て
お
く
と
、
き

っ
と
心
の
優
し
い
人
に
育
つ
と

思
い
ま
す
。

⓮

12
月
11
日
（
金
）
福
寿
の
里
で
恒
例
の
「
花
園
会
女
性

部
忘
年
会
」が
30
名
を
越
え
る
参
加
者
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

和
尚
さ
ん
の
お
説
教
の
後
、
本
山
参
り
や
一
年
の
女
性

部
活
動
を
振
り
返
り
な
が
ら
会
食
し
ま
し
た
。

来
年
元
旦
か
ら
九
州
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
る
「
妙

心
寺
展
」
の
紹
介
や
会
員
相
互
の
懇
親
会
で
は
踊
り
や
カ

ラ
オ
ケ
も
登
場
し
て
和
や
か
に
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

花園会女性部忘年会（懇親会）
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