
　

今
年
は
自
然
災
害
が
猛
威
を
振
る
っ
た

一
年
で
し
た
。
各
地
の
被
害
を
耳
に
す
る

度
に
、
被
災
地
の
人
は
大
変
だ
な
ぁ
。
義

捐
金
を
募
る
必
要
が
あ
る
の
か
な
ぁ
、
と

自
分
が
被
害
に
遭
う
こ
と
な
ど
相
模
湾
ト

ラ
フ
の
地
震
以
外
は
、
思
っ
て
も
み
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
九
月
末
の
暴
風
雨
は

福
田
寺
に
と
っ
て
自
然
災
害
の
猛
威
を
見

せ
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。
庫
裡
の
南
側
の

ト
タ
ン
屋
根
を
全
て
吹
き
剥
が
し
た
の
で

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

夜
中
一
時
過
ぎ
ゴ
ー
ゴ
ー
と
吹
き
荒
れ

る
風
を
気
に
し
て
い
る
と
、
ベ
リ
ッ
嫌
な

音
が
し
ま
し
た
。
飛
び
起
き
て
ど
う
に
も

し
よ
う
が
無
く
様
子
を
伺
う
間
も
な
く
、

バ
リ
バ
リ
と
屋
根
が
剥
が
さ
れ
て
い
く
音

が
し
ま
す
。
す
る
と
天
上
か
ら
ポ
タ
ポ
タ

と
雨
が
落
ち
て
き
た
の
で
す
。
バ
ケ
ツ
を

並
べ
始
め
た
の
で
す
が
、
間
に
合
わ
ず
天

上
全
体
か
ら
ザ
ー
ザ
ー
と
流
れ
落
ち
て
き

ま
し
た
。
家
族
で
部
屋
の
荷
物
を
運
び
出

し
ま
し
た
が
，
濡
れ
て
し
ま
い
使
い
物
に

な
ら
な
く
な
っ
た
衣
な
ど
も
出
て
し
ま
い

ま
し
た
。
風
は
朝
方
ま
で
収
ま
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

翌
日
屋
根
を
見
る
と
庫
裡
母
屋
の
南
側

の
ト
タ
ン
屋
根
が
す
っ
か
り
剥
が
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
ト
タ
ン
の
大
方
は
敷
地
内
に

落
ち
て
い
ま
し
た
が
，
一
部
が
北
側
の
田

畑
を
通
り
越
し
て
住
宅
の
フ
ェ
ン
ス
に
当

た
っ
て
い
ま
し
た
。
人
的
被
害
が
な
く
て

安
堵
し
ま
し
た
。

　

直
ぐ
に
大
工
さ
ん
に
来
て
も
ら
い
ブ
ル

ー
シ
ー
ト
で
覆
い
ま
し
た
が
，
雨
漏
り
を

防
ぎ
き
れ
ず
、
短
期
間
で
残
り
の
荷
物
を

運
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
部
屋

の
中
は
ホ
コ
リ
と
湿
気
の
嫌
な
臭
い
が
充

満
し
て
、
防
塵
服
で
の
作
業
が
続
き
ま
し

た
。

　

こ
の
建
物
は
昭
和
三
十
四
年
頃
先
代
住

職
が
建
て
た
も
の
で
六
十
年
近
く
経
っ
て

お
り
，
衣
部
屋
や
寺
務
所
と
し
て
も
使
用

し
て
い
た
の
で
、
今
回
の
被
害
が
起
き
る

前
か
ら
再
建
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す

が
、
延
び
延
び
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
二

次
災
害
が
起
き
る
前
に
早
め
に
取
り
壊
し

た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

檀
信
徒
の
皆
様
に
は
し
ば
ら
く
の
間
ご

心
配
を
お
か
け
致
し
ま
す
が
、
法
事
そ
の

他
参
拝
等
に
関
し
ま
し
て
は
全
く
問
題
あ

り
ま
せ
ん
の
で
何
な
り
と

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

発
行
　

　
飯 

田 

山
　
福
　
田
　
寺

　  

住
　
職
　
橋
　
本
　
尚
　
信

神
奈
川
県
小
田
原
市
飯
田
岡
二
五
七

電 

話 

０
４
６
５
（
36
）
２
７
５
５

庫
裡
の
屋
根
が
吹
っ
飛
ん
だ
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来
る
二
〇
二
三
年
は
、
お
大
師
様
（
弘

法
大
師
・
空
海
）
が
真
言
宗
を
開
か
れ
て

か
ら
壱
千
弐
百
年
の
勝
縁
の
年
で
あ
り
ま

す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、

京
都
に
都
が
置
か
れ
た
平
安
時
代
（
平
安

遷
都
は
七
九
四
年
）
八
二
三
年
（
弘
仁
十

四
年
）
時
の
天
皇
で
あ
ら
れ
た
嵯
峨
天
皇

が
、
空
海
和
尚
に
国
立
の
寺
で
あ
っ
た
東

寺
を
授
け
（
勅
給
・
勅
賜
）
ら
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
空
海
和
尚
は
此
の
東
寺
を
密

教
の
根
本
道
場
と
定
め
、
真
言
宗
を
立
教

開
宗
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
立
教
開

宗
の
年
か
ら
数
え
て
、
壱
千
弐
百
年
目
に

当
た
る
の
が
五
年
後
の
二
〇
二
三
年
で
あ

り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

東
寺
並
び
に
東
寺
真
言
宗
（
東
寺
を
本

山
と
仰
ぐ
宗
団
）
は
、
こ
の
記
念
す
べ
き

年
に
「
真
言
宗
立
教
開
宗
・
東
寺
勅
給
千

二
百
年
」
の
大
法
会
を
修
行
致
し
ま
す
。

こ
の
大
法
会
に
向
け
て
東
寺
並
び
東
寺
真

言
宗
で
は
既
に
様
々
な
事
業
並
び
催
事
を

執
行
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
と
し

て
来
年
二
〇
一
九
年
三
月
二
十
六
よ
り
六

月
二
日
ま
で
、上
野
東
京
国
立
博
物
館（
平

成
館
）
で
．
東
寺
講
堂
の
立
体
曼
荼
羅
二

十
一
体
の
う
ち
十
五
体
を
集
結
、
そ
の
他

彫
刻
、
絵
画
、
書
籍
、
工
芸
な
ど
密
教
美

術
の
最
高
峰
が
一
堂
に
会
し
ま
す
。
講
堂

十
五
体
の
う
ち
十
一
体
が
国
宝
で
あ
り
勿

論
世
界
一
美
男
の
仏
と
い
わ
れ
る
帝
釈
天

も
出
品
さ
れ
ま
す
。
四
月
十
日
と
十
七
日

に
は
，青
年
僧
に
よ
る
声
明（
し
ょ
う
み
ょ

う
）
公
演
も
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。　

お
施
餓
鬼
の
時
に
ご
案
内
し
ま
し
た
「
写

経
」
も
こ
の
千
二
百
年
記
念
の
一
環
で
始

め
た
も
の
で
、
来
年
あ
た
り
か
ら
本
格
的

に
皆
様
に
ご
案
内
を
し
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

納
骨
堂
の
お
勧
め  　

 
 

 
 

 

　
　

一
月
に
第
三
期
増
設

 
 

ﾐ

  

福
田
寺
の
納
骨
堂
は
お
陰
様
を
も
ち
ま

し
て
順
調
に
多
く
の
方
々
に
ご
利
用
頂
い

て
お
り
ま
す
。
第
一
期
の
夫
婦
用
（
二
骨

収
容
）
三
十
二
基
と
第
二
期
に
新
設
し
た

家
族
用
Ⅱ
型
（
四
骨
収
容
）
十
二
基
は
全

て
埋
ま
り
ま
し
た
の
で
，
第
三
期
分
と
し

て
夫
婦
用
十
八
基
と
家
族
用
Ⅱ
型
十
六
基

を
増
設
致
し
ま
し
た
。
年
明
け
の
一
月
に

設
置
さ
れ
ま
す
が
、
す
で
に
予
約
申
込
み

さ
れ
て
い
る
方
も
お
り
ま
す
。
家
族
用
Ⅱ

型
は
今
回
の
増
設
分
で
終
了
と
な
り
ま
す

の
で
、
お
知
り
合
い
の
方
で
ご
利
用
を
希

望
さ
れ
て
い
る
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
お

勧
め
し
て
あ
げ
て
下
さ
い
。　

東
寺

　
空
海
と
仏
像
曼
荼
羅

（第 41 号）平成 30 年 12 月 25 日　　　　　　　　　　　　　　福田寺だより㈡



 

こ
の
言
葉
は
私
が
住
職
と
し
て
ご
葬
儀
の
時

に｢

諷
じ
ゅ
文
」
の
中
で
読
む
詩
文
で
あ
り
ま

す
。
典
拠
は
お
大
師
様
の
著
作
の
一
つ
「
秘

蔵
宝
鑰
」
（
ひ
ぞ
う
ほ
う
や
く
）
の
序
文
の

一
節
で
す
。
本
来
は
森
羅
万
象
の
中
に
潜
む

真
理
に
気
づ
か
ず
、
三
界
を
流
転
し
続
け
る

凡
夫
の
愚
か
さ
を
痛
ん
だ
詠
嘆
の
句
と
見
る

べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
お
大
師
様
の
生
死
観

と
し
て
と
ら
え
て
も
良
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

私
達
の
い
の
ち
は
何
処
か
ら
生
ま
れ
、
死

ん
だ
先
は
何
処
へ
行
く
の
だ
ろ
う
。
単
純
に

考
え
る
と
そ
の
様
な
意
味
か
と
思
え
ま
す
。

私
は
今
年
七
十
歳
に
な
り
ま
し
た
。
同
年
代

の
団
塊
の
世
代
の
人
の
死
に
出
会
う
こ
と
も

度
々
と
な
り
ま
し
た
。
少
子
高
齢
社
会
は
必

然
的
に
訃
報
を
耳
に
す
る
こ
と
が
日
常
的
に

な
っ
て
い
ま
す
。
高
齢
者
の
方
は
自
分
の
死

と
重
ね
合
わ
せ
て
訃
報
を
聞
い
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

  

私
は
物
心
つ
い
た
頃
に
は
死
を
考
え
、
そ
の

後
の
人
生
に
お
い
て
常
に
死
と
い
う
も
の
を

考
え
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
そ
の
多
く
は
、

怖
い
恐
ろ
し
い
存
在
の
死
で
あ
り
ま
し
た
。

死
を
考
え
続
け
、
悩
み
、
一
時
期
強
迫
観
念

に
陥
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
反

面
、｢

死
は
常
に
生
の
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る｣

と
言
う
こ
と
を
実
感
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も

出
来
ま
し
た
。
や
が
て
死
の
恐
怖
か
ら
ど
う

や
っ
て
脱
却
出
来
る
の
か
、
ど
う
し
た
ら
克

服
出
来
る
の
か
，
自
分
な
り
に
少
し
づ
つ
少

し
づ
つ
体
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
気
も
し

ま
す
。

  

仏
教
は
お
釈
迦
様
が
、
人
間
の
一
番
の
苦
し

み
は｢

死｣

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発

し
苦
し
み
の
原
因
は
執
着
に
あ
り
、
執
着
か

ら
の
解
放
が
悟
り
の
道
で
あ
る
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。

  

お
大
師
様
は
二
十
代
前
半
の
著
作｢

三
教
指

帰｣

の
中
で
、
人
生
の
無
常
観
を
と
こ
と
ん
述

べ
て
い
ま
す
。
人
が
死
に
行
く
姿
を
赤
裸
々

に
描
い
て
い
ま
す
。
お
大
師
様
も
死
と
い
う

も
の
を
常
に
背
負
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
密
教
の
「
生
き

る
」
こ
と
を
賛
嘆
す
る
教
え
に
傾
倒
し
て
行

っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

冒
頭
の
詩
文
は
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と

は
何
な
の
か
。
「
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
は
何

な
の
か
。
生
死
を
追
求
し
見
つ
め
た
お
大
師

様
が
、
生
死
の
執
着
を
脱
却
し
て
生
死
に
と

ら
わ
れ
な
い
心
境
の
中
か
ら
、
ほ
と
ば
し
っ

た
真
実
の
言
葉
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

  

死
の
執
着
を
克
服
し
た
お
大
師
様
は
、
自
分

が
感
応
し
た
「
い
の
ち
」
と
い
う
も
の
が
ど

う
い
う
も
の
な
の
か
を
、
様
々
な
手
段
を
通

じ
て
発
信
し
て
い
ま
す
。
お
大
師
様
の
「
い

の
ち
」
は
個
々
の
い
の
ち
と
捉
え
る
の
で
は

な
く
、
大
き
な
一
つ
の
「
い
の
ち
」
か
ら
全

て
の
個
々
の
い
の
ち
が
生
じ
て
い
る
と
捉
え

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
大
き
な
一
つ
の
「
い

の
ち
」
は
過
去
も
未
来
も
超
越
し
た
も
の
で
、

い
わ
ば
こ
の
世
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
い
の

ち
を
生
み
出
す
も
の
で
、
私
の
い
の
ち
も
こ

の
大
き
な
い
の
ち
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
す
。

生
も
死
も
こ
の
大
き
な
い
の
ち
の
中
で
の
現

象
で
あ
り
ま
す
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
も
死
ぬ

こ
と
も
み
な
同
じ
い
の
ち
か
ら
生
ま
れ
同
じ

い
の
ち
に
戻
っ
て
い
く
の
で
す
。
い
の
ち
の

つ
な
が
り
と
は
過
去
か
ら
未
来
へ
の
つ
な
が

り
も
あ
り
ま
す
が
今
生
き
て
い
る
全
て
の
い

の
ち
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
、

こ
の
こ
と
を
自
分
が
体
感
で
き
、
心
身
と
も

に
信
じ
き
れ
る
か
否
か
の
よ
う
に
思
え
る
の

で
す
。

生
ま
れ
生
ま
れ
生
ま
れ
生
ま
れ
て
生
の
は
じ
め
に
暗
く

　
　
　  

　
　
死
に
死
に
死
に
死
ん
で
死
の
お
わ
り
に
暗
し
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恒
例
の
新
年
厄
除
け
護
摩
を
二
月
八
日

の
午
後
三
時
よ
り
修
行
致
し
ま
す
。
護
摩

を
焚
く
修
行
は
近
年
い
ろ
い
ろ
な
所
で
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
正
統
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
の
は
密
教
寺
院
で
あ
り
ま
す
。
福
田

寺
は
、
京
都
・
東
寺
を
本
山
と
す
る
真
言

密
教
の
寺
で
、
創
建
以
来
八
百
八
十
年
の

歴
史
を
刻
ん
で
参
り
ま
し
た
。　
　
　
　

　

檀
家
以
外
の
方
で
も
勿
論
結
構
で
す
の

で
、
皆
様
お
揃
い
で
新
年
の
護
摩
供
養
に

お
参
り
下
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

期
日
・
・
二
月
八
日
、
午
後
三
時
よ
り

祈
祷
料
・
・
三
千
円

祈
祷
内
容
・
・
厄
難
消
除
（
厄
除
け
）
、

　

身
体
健
全
、
病
魔
退
散
、
家
内
安
全
、

　

交
通
安
全
、
商
売
繁
盛
、
業
運
繁
栄
、

 
 

学
業
成
就
、
合
格
祈
願
、
安
産
祈
願
、

　

子
授
け
祈
願
、
そ
の
他

申
込
み
・
・
一
月
末
日
ま
で
、
電
話
可

電
話　

０
４
６
５
（
３
６
）
２
７
５
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
４
６
５
（
３
７
）
６
６
８
８

　
　

男
性
（
大
厄
）

　
　

前
厄　

昭
和
五
十
四
年
生
ま
れ

　
　

本
厄 

 

昭
和
五
十
三
年
生
ま
れ

　
　

後
厄 

 

昭
和
五
十
二
年
生
ま
れ

　
　
　

 
 

（
厄
〉
平
成
七
年
、

　
　
　
　

 
 

　

昭
和
三
十
四
年
生
ま
れ

　
　

女
性
〈
大
厄
〉

　
　

前
厄 

 

昭
和
六
十
三
年
生
ま
れ

　
　

本
厄 

 

昭
和
六
十
二
年
生
ま
れ

　
　

後
厄 

 

昭
和
六
十
一
年
生
ま
れ

　
　
　

 
 

（
厄
）
平
成
十
三
年
、

　
　
　
　
　
　

昭
和
五
十
八
年
生
ま
れ

　

仏
教
相
談

 
 

　
　

誰
で
も
気
軽
に
ど
う
ぞ

　

勿
論
檀
家
さ
ん
以
外
の
方
で
も

　

仏
事
に
関
し
て
、

　

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
？

　

ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で
も

　

ご
相
談
下
さ
い
。
勿
論
無
料
。

　
　

電
話
０
４
６
５(

３
６)

２
７
５
５

 
 
 
  

　
　
　
福
　
田
　
寺

　
元
旦
祈
願

　

除
夜
の
鐘
と
と
も
に
、
本
堂
の
扉
を
開

け
て
お
き
ま
す
。

午
前
０
時
よ
り
１
時
ま
で
、
住
職
に
よ
り

新
年
の
ご
祈
祷
が
修
法
さ
れ
ま
す
。

ご
自
由
に
参
拝
く
だ
さ
い
。

　
暮
れ
の
お
参
り 

　

古
い
護
摩
札
や
お
守
り
な
ど
は'

暮
れ

の
お
参
り
の
時
に
、
本
堂
入
り
口
に
用
意

さ
れ
た
納
め
場
所
に
納
め
て
下
さ
い
。

特
に
大
き
な
も
の
や
、
燃
え
な
い
も
の
は

連
絡
く
だ
さ
い
。

　
年
回
の
お
知
ら
せ

　

来
年
度
の
年
忌(

年
回)

法
要
の
張
り
紙

を
本
堂
に
掲
げ
て
お
き
ま
す
の
で
暮
れ
の

お
参
り
の
と
き
に
自
分
の
家
の
年
忌
を
確

認
し
て
下
さ
い
。

年
忌
に
相
当
し
て
い
る
場
合
、
法
要
の
日

取
り
を
早
め
に
連
絡
し
て
下
さ
い
。

　

　
◆
お
願
い
◆

　

境
内
で
車
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て

い
ま
す
の
で
「
車
止
め
」
内
は
配
送
車
以
外

進
入
し
な
い
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

護 

摩 

供 

養 

会

（第 41 号）平成 30 年 12 月 25 日　　　　　　　　　　　　　　福田寺だより㈣

二
月
八
日
午
後
三
時
よ
り
修
業

　
　
　
　
　（
申
込
み
受
付
中
）

平
成
三
十
一
年
　
厄
年

🔐

🔎


