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日 日

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

同
じ
で
す
。

阿
頼
耶
識
の
考
え
で
い
く
と

言
え
、

間
接
的
に
は
殺
生
し
て
い
る
の
と

い
ま
す
。

自
分
が
手
を
く
だ
さ
な
い
と
は

魚
や
鳥
や
牛
・
豚
な
ど
を
平
気
で
食
べ
て

物
を
殺
し
て
食
べ
た
り
、

戦
い
で
人
を
殺

出
来
な
い
と
こ
ろ
に
悲
劇
が
起
こ
っ

て
い

　
お
の
れ
の
心
を
　
清
め
ん
こ
そ

で
す
。

だ
と
、

更
に
認
識
を
深
め
た
い
と
思
う
の

と
、

慈
悲
を
説
く
宗
教
こ
そ
が
必
要
な
の

　
あ
り
と
あ
る
　
善
き
こ
と
は

の
心
で
す
。

全
て
の
人
々
、

生
き
と
し
生

や
さ
し
い
優
し
い
心
が
あ
り
ま
す
。

慈
悲

同
情
し
た
り
、

手
を
差
し
伸
べ
た
り
す
る

　
人
間
の
意
識
の
根
底
に
は
、

悪
い
も
の

ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

憐
れ
ん
だ
り

ょ

う
か
。

法
句
経
第
一
八
三
番

　
今
こ
そ
善
悪
の
け
じ
め
を
付
け
る
道
徳

　
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
一
学
派
が
唱
え
た

阿
頼
耶
識
（

あ
ら
や
し
き
）

と
い
う
考
え

と
い
う
解
釈
で
、

身
体
の
中
に
ひ
そ
ん
で

身
体
を
生
理
的
に
維
持
す
る
は
た
ら
き
。

は
自
由
で
す
が
、

最
低
の
道
徳
心
は
絶
対

た
と
か
、

理
解
で
き
な
い
理
由
で
で
す
。

し
た
。

子
供
が
人
殺
し
を
し
た
の
で
す
。

「

神
仏
を
信
じ
な
い
」

と
か
「

私
は
無
宗

　
あ
り
と
あ
る
　
悪
を
な
さ
ず

み
に
感
謝
で
す
。

大
地
の
大
き
な
“
い
の
ち
”

卓
に
彩
り
を
添
え
て
く
れ
ま
す
。

自
然
の
恵

な
り
ま
す
。

春
の
恵
み
も
次
々
と
出
て
、

食

番
と
な
り
ま
し
た
。

桜
も
間
も
な
く
満
開
と

に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
芽
吹
き

り
ま
す
。

な
ぜ
？
ど
う
し
て
な
の
か
良
く
分

「

暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」

よ
う
や
く
春
本

で
き
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

当
然
と
言

れ
は
、

自
律
心
が
働
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー

ル

連
続
し
て
起
き
ま
し
た
。
「

殺
し
て
見
た

か
っ

た
か
ら
」

と
か
、

し
ゃ

く
に
さ
わ
っ

座
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
せ
い
も
あ
り
ま
す

う
か
。

世
界
中
で
起
き
る
事
件
・
事
故
が
即

か
で
我
ま
ま
で
、

醜
い
生
き
物
な
の
で
し
ょ

と
成
長
の
季
節
で
す
。

　
又
も
や
お
ぞ
ま
し
い
事
件
が
発
生
し
ま

（

火
）

衆 生
し ゅ じ ょ う

本 来
ほ ん ら い

仏
ほ とけ

な り

る
行
動
ば
か
り
で
嘆
か
わ
し
い
ば
か
り
で
あ

が
、

余
り
に
も
理
性
の
無
い
、

動
物
に
も
劣

①
ひ
そ
む
　
②
お
さ
め
る
　
③
執
着
す
る

識
の
根
底
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら

　
午
前
十
一
時
　
合
掌
会
総
会

　
午
後
一
時
　
　
卒
塔
婆
供
養

　
午
後
一
時
　
　
卒
塔
婆
供
養

が
あ
り
ま
す
。

人
の
深
層
心
理
で
す
。
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来
る
だ
け
事
前
の
申
込
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
午
後
三
時
半
　
総
供
養
施
餓
鬼

卒
塔
婆
供
養
料
、

一
本
五
百
円
で
す
。

出

　
午
後
二
時
　
　
説
　
教

４月

師

布
教
師
　
滋
賀
県
高
島
市
　
西
江
寺
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職
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URL

か
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
も
同
感
で
し
ょ

う
。

　
そ
れ
に
つ
け
て
も
、

ど
う
し
て
人
間
は
愚

安　住　寺　だ　よ　り

来
仏
な
り
、

衆
生
の
外
に
仏
な
し
・
・
此

　
身
を
も

っ
て
行
い

　
人
間
に
は
、

は
る
か
遠
い
過
去
か
ら
動

し
た
り
し
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

今
は
、

教
は
説
き
ま
す
。

分
か
り
や
す
く
言
え
ば

　
諸
仏
の
み
教
え
な
り

教
だ
」

な
ど
と
言
う
人
が
い
ま
す
。

信
教

過
去
の
業
（

ご
う
）

が
種
子
と
な
っ

て
意

宗
教
を
主
張
す
る
の
は
如
何
な
も
の
で
し

を
離
れ
な
い
な
い
と
言
う
考
え
方
で
す
。

え
ば
当
然
な
の
で
す
が
、

コ
ン
ト
ロ
ー

ル

に
は
、

山
河
大
地
と
い
っ

た
自
然
界
が
生

の
身
す
な
わ
ち
仏
な
り
』

と
説
い
て
い
ま

じ
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
は
決
し
て
自
己
の
心

す
。

南
無
　
な
む
　
ナ
ム
・
・
　
（

閑
栖
）

こ
と
が
あ
っ

て
も
実
行
は
し
ま
せ
ん
。

そ

し
な
ん
か
し
ま
せ
ん
。

殺
し
た
い
と
思
う

　
し
か
し
、

多
く
の
人
々
は
簡
単
に
人
殺

っ

て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

誰
し
も
人
殺
し
を
す
る
可
能
性
、

種
を
持

（１）

稲

葉

隆

道

平成27年3月21日

に
必
要
で
す
。

宗
教
が
何
か
を
知
ら
ず
無

け
る
も
の
全
て
に
仏
心
仏
性
が
有
る
と
仏

　
白
隠
禅
師
は
、

坐
禅
和
讃
に
『

衆
生
本

良
心
で
あ
り
慈
悲
心
で
す
。

（

月
）
　
午
後
二
時
　
　
説
　
教



「
四
年
目
の
春
」 

行
く
川
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か

も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。 

淀
み
に
浮

か
ぶ
う
た
か
た
は
、
か
つ
消
え
、
か
つ
結

び
て
、
久
し
く
と
ど
ま
り
た
る
た
め
し
な

し
。 

世
の
中
に
あ
る
人
と
住
み
か
と
、

ま
た
か
く
の
ご
と
し
。 

玉
敷
き
の
都
の
内
に
、
棟
を
並
べ
、
い

ら
か
を
争
へ
る
、
高
き
、
卑
し
き
人
の
住

ま
ひ
は
、
世
々
を
経
て
尽
き
せ
ぬ
も
の
な

れ
ど
、
こ
れ
を
ま
こ
と
か
と
尋
ぬ
れ
ば
、

昔
あ
り
し
家
は
ま
れ
な
り
。 

あ
る
い
は
、

こ
ぞ
焼
け
て
、
こ
と
し
造
れ
り
。
あ
る
い

は
、
大
家
滅
び
て
、
小
家
と
な
る
。
住
む

人
も
こ
れ
に
同
じ
。
所
も
変
は
ら
ず
、
人

も
多
か
れ
ど
、
い
に
し
へ
見
し
人
は
、 

二
・
三
十
人
が
う
ち
に
、
わ
づ
か
に
ひ
と

り
ふ
た
り
な
り
。
朝
に
死
に
、
夕
べ
に
生

ま
る
る
習
ひ
、
た
だ
水
の
あ
わ
に
ぞ
似
た

り
け
る
。 

知
ら
ず
、
生
ま
れ
死
ぬ
る
人
、
い
づ
か

た
よ
り
来
た
り
て
、
い
づ
か
た
へ
か
去
る
。 

ま
た
知
ら
ず
、
仮
の
宿
り
、
た
が
た
め
に

か
心
を
悩
ま
し
、
何
に
よ
り
て
か
目
を
喜

ば
し
む
る
。 

そ
の
あ
る
じ
と
住
み
か
と
、

無
常
を
争
ふ
さ
ま
、
い
は
ば
あ
さ
が
ほ
の

露
に
異
な
ら
ず
。
あ
る
い
は
露
お
ち
て
、

花
散
れ
り
、
残
る
と
い
へ
ど
も
朝
日
に
枯

れ
ぬ
。
あ
る
い
は
花
し
ぼ
み
て
、
露
な
ほ

消
え
ず
。
消
え
ず
と
い
へ
ど
も
夕
べ
を
待

つ
こ
と
な
し
。 

 
 

あ
れ
か
ら
四
年
、
や
っ
と
四
年
、
ま
だ

四
年
・
・
・
・
様
々
な
思
い
を
胸
に
東
日

本
大
震
災
か
ら
、
被
災
者
を
は
じ
め
私
た

ち
は
時
を
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。 

 

冒
頭
ご
紹
介
し
ま
し
た
の
は
、
人
の
世

の
無
常
を
綴
っ
た
有
名
な
『
方
丈
記
』
の

序
文
で
す
。 

『
方
丈
記
』
に
は
、
平
安
時
代
末
期
か

ら
鎌
倉
時
代
初
期
か
け
、
平
家
～
源
氏
～

北
条
氏
と
政
権
が
移
り
変
わ
る
戦
乱
の

中
、
安
元
の
大
火
、
治
承
の
辻
風
、
福
原

遷
都
、
養
和
の
飢
饉
、
元
暦
の
大
地
震
の

五
つ
の
災
害
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

こ
こ
数
年
来
の
自
然
環
境
、
政
治
・
社

会
は
方
丈
記
の
時
代
背
景
と
似
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

先
日
、
震
災
四
年
目
の
テ
レ
ビ
特
番
で

あ
れ
ほ
ど
の
衝
撃
と
悲
し
み
を
受
け
た

震
災
の
記
憶
が
、
復
興
に
と
も
な
い
震
災

直
後
の
情
景
が
変
わ
り
、
亡
く
な
っ
た
大

切
な
方
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
き
て
、
影
像
や
写
真
を
見
返
す
こ

と
を
し
な
け
れ
ば
記
憶
が
薄
れ
し
ま
っ

て
い
く
被
災
者
の
現
状
が
放
送
さ
れ
て

い
た
。 

悲
し
み
が
薄
れ
て
い
く
一
方
で
、
忘
れ

て
は
い
け
な
い
記
憶
を
忘
れ
つ
つ
あ
る
、

そ
の
間
で
葛
藤
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

た
。
人
の
心
も
ま
た
移
り
ゆ
く
も
の
で
無

常
で
あ
る
。 

禅
で
は
「
父
母
未
生
以
前
の
本
来
の
面

目
と
は
な
に
か
」
と
自
己
を
探
求
す
る
。 

 
 

探
せ
ど
も
探
せ
ど
も
往
き
つ
か
ず
。
私

自
身
も
無
常
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気

付
き
、
只
々
あ
る
が
ま
ま
の
私
に
還
り
着

く
。 

「
生
れ
死
ぬ
る
人
い
づ
か
た
よ
り

来
り
て
、
い
づ
か
た
へ
か
去
る
。」 

去
来
は
ど
こ
に
も
無
い
。
大
切
な
こ
と

は
本
来
の
面
目
に
気
付
き
、
今
を
あ
る
が

ま
ま
に
生
き
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

一
日
で
も
早
い
復
興
を
、
心
の
春
を
願

う
ば
か
り
で
す
。 

            

法
句
経 

百
九
十
一 

く
る
し
み
と 

 
 

 

く
る
し
み
の 

 
 

お
い
立
ち
と 

 
 

く
る
し
み
の 

 
 

離
脱
と 

 
 
 

 

く
る
し
み
の 

 
 

滅
尽
に
導
く 

 
 

八
つ
の
聖
道 
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「
堪
え
忍
ぶ
」 

 

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
年
）
に
紀
州
湯
の

峯
、
現
在
の
和
歌
山
県
田
辺
市
本
宮
町
の
旅

館
の
生
ま
れ
で
、
白
隠
禅
師
の
再
来
と
い
わ

れ
た
山
本
玄
峰
老
師
が
お
ら
れ
る
。 

 

 

玄
峰
老
師
は
二
十
歳
の
と
き
に
眼
病
を
患

い
長
い
治
療
の
甲
斐
な
く
不
治
の
宣
告
を
受

け
、
自
殺
を
考
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
弘
法
大
師
の
徳
に
す
が
っ
て
眼
病
を
治

そ
う
と
、
は
だ
し
で
七
回
も
四
国
遍
路
を
し

た
が
良
く
な
る
こ
と
も
な
く
、
七
回
目
の
三

十
三
番
札
所
・
雪
蹊
寺
で
倒
れ
拾
わ
れ
た
。 

 

雪
蹊
寺
の
山
本
太
玄
和
尚
と
の
縁
で
仏
門

に
入
り
、
全
国
各
地
で
修
行
を
さ
れ
て
五
十

歳
で
白
隠
禅
師
の
ゆ
か
り
三
島
竜
沢
寺
の
住

職
に
な
り
、
妙
心
寺
の
管
長
も
お
勤
め
に
な

っ
た
。 

昭
和
二
十
年
太
平
洋
戦
争
も
末
期
症
状
を

呈
し
た
頃
、
枢
密
院
議
長
か
ら
内
閣
総
理
大

臣
と
な
っ
た
鈴
木
貫
太
郎
首
相
と
一
度
面
会

さ
れ
て
お
り
、
終
戦
に
際
し
て
玄
峰
老
師
が

鈴
木
貫
太
郎
首
相
に 

 

「
貴
下
の
本
当
の
御
奉
公
は
、
こ
れ
か

ら
で
あ
る
か
ら
先
ず
健
康
に
御
注
意

さ
れ
、
ど
う
か
忍
び
難
き
を
よ
く
忍
び

、
行
じ
難
き
を
よ
く
行
じ
て
、
国
家
の

再
建
に
尽
く
し
て
い
た
だ
き
た
い
」 

と
の
書
簡
を
送
ら
れ
た
と
い
う
。 

 
そ
し
て
終
戦
を
迎
え
た
八
月
十
五
日
、
天

皇
に
よ
り
詔
勅
が
発
せ
ら
れ
た
。
そ
の
一
節

に
、 

 

「
惟
フ
ニ
今
後
帝
國
ノ
受
ク
ヘ
キ
苦
難

ハ
固
ヨ
リ
尋
常
ニ
ア
ラ
ス
爾
臣
民
ノ

衷
情
モ
朕
善
ク
之
ヲ
知
ル
然
レ
ト
モ

朕
ハ
時
運
ノ
趨
ク
所
堪
ヘ
難
キ
ヲ
堪

ヘ
忍
ヒ
難
キ
ヲ
忍
ヒ
以
テ
萬
世
ノ
爲

ニ
太
平
ヲ
開
カ
ム
ト
欲
ス
」 

と
あ
り
、
山
本
玄
峰
老
師
の
書
簡
が
鈴
木
首

相
を
感
化
し
起
草
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。 

 

今
年
は
戦
後
七
十
年
の
節
目
の
年
で
あ
り

ま
す
。
安
倍
総
理
大
臣
も
有
識
者
会
議
を
開

き
新
た
な
談
話
を
出
す
予
定
で
、
注
目
し
て

い
る
。 

 

戦
後
本
当
に
多
く
の
先
人
の
お
陰
で
現
在

の
発
展
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
今
日
の
私
た
ち

は
詔
勅
に
云
う
「
堪
ヘ
難
キ
ヲ
堪
ヘ
忍
ヒ
難

キ
ヲ
忍
ヒ
」
の
本
意
を
忘
れ
感
謝
す
る
こ
と

の
な
い
自
由
主
義
に
走
っ
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。 

 

こ
の
「
忍
び
難
き
を
忍
び
行
じ
難
き
を
行

ず
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
山
本
玄
峰
老
師
の

こ
と
ば
で
は
な
い
。
初
祖
達
磨
大
師
が
弟
子

を
訓
戒
さ
れ
た
言
葉
の
中
に
「
諸
仏
無
上
の

妙
道
、
曠
劫
に
精
勤
し
て
、
行
じ
難
き
を
行

じ
、
忍
び
難
き
を
忍
ぶ
、
豈
小
徳
小
智
、
軽

心
慢
心
を
以
て
真
乗
を
冀
は
ん
や
」 

と
あ
る
の
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
私
の
道
号
は
山
本
玄
峰
老
師
と
同
じ

玄
峰
で
あ
り
ま
す
。
彼
岸
へ
到
る
六
つ
の
徳

目
に
忍
辱
波
羅
蜜
（
苦
難
や
他
者
か
ら
の
迫

害
に
耐
え
忍
ぶ
行
）
が
あ
り
ま
す
。 

 
詔
勅
と
玄
峰
老
師
の
い
わ
れ
と
、
忍
辱
波

羅
蜜
の
教
え
を
戦
後
七
十
年
ま
た
お
彼
岸
の

時
期
に
合
わ
せ
考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

「
参
考
文
献
」
紀
野
一
義
『
禅
現
代
に
生
き
る
も
の
』 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
昭
和
六
一
年 

第
六
章
日
本
の
禅
匠
た
ち 

 
ｐ
２
０
２
～
２
０
６ 

《日
々
是
好
日
》 

●
あ
っ
と
い
う
間
に
春
の
彼
岸
を
迎
え

ま
す
。
一
月
十
七
日
の
大
般
若
に
は
部
内

の
和
尚
様
に
お
越
し
い
た
だ
き
ご
祈
祷

で
き
ま
し
た
。
●
一
月
二
月
と
寒
い
中
も

早
朝
坐
禅
会
の
皆
様
に
は
元
気
に
参
加

い
た
だ
き
、
皆
さ
ん
と
一
時
の
仏
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
●
三
月
六
日
啓
蟄
の
日
に

娘
が
七
歳
を
迎
え
ま
し
た
。
女
の
子
ら
し

く
な
り
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
寺
族

一
同
も
お
陰
さ
ま
で
元
気
に
日
々
勤
め

て
お
り
ま
す
。
●
三
月
七
日
、
一
緒
に
修

行
し
た
仲
間
の
和
尚
さ
ん
の
結
婚
式
に
、

宇
和
島
ま
で
行
っ
て
き
ま
し
た
。
仏
前
で

の
厳
か
な
結
婚
式
で
し
た
。
安
住
寺
で
も

仏
前
結
婚
式
が
で
き
ま
す
。
良
縁
を
む
す

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
●
三
月
二
十
七
日
、

母
校
杵
築
高
校
の
剣
道
部
男
子
が
全
国

選
抜
大
会
に
初
出
場
し
ま
す
。
活
躍
を
期

待
し
て
お
り
ま
す
。
●
五
月
十
八
日
か
ら

三
日
間
、
本
山
で
住
職
研
修
会
が
あ
り
管

長
猊
下
が
臨
済
録
を
講
義
さ
れ
ま
す
。
月

一
回
通
年
で
講
義
と
の
こ
と
。
益
々
精
力

的
で
頭
が
下
が
り
ま
す
。 
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（4）　平成27年3月21日　

102，848円

（内お賽銭　４４７，８８５円）

ほ
ど
辛
い
こ
と
だ
と

　
釈
尊
は
「

こ
の
世
は
『

苦
』

で
あ

簡
単
に
は
言
え
ま
せ
ん
。

っ

と
幸
せ
に
な
り
ま
す
よ
。

と
、

は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

そ
の
内
き

廣石碩田先生筆　　 ご希望の方に差し上げます。

（内お賽銭　87,083円）

思
い
ま
す
が
…
。

や
故
郷
を
捨
て
る
こ
と
は
、

死
ぬ

う
か
。

こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
証

過
ご
し
て
お
ら
れ
る
方
が
殆
ど
で

有
る
の
だ
ろ
う
か
？
と
、

日
々
を

て
、

そ
の
日
そ
の
日
を
生
き
て
い

い
つ
の
日
か
き
っ

と
有
る
と
信
じ

無
い
の
で
軽
々
に
言
え
ま
せ
ん
が

言
っ

て
い
ま
す
。

被
災
の
体
験
が

「

苦
の
中
に
『

楽
』

有
り
」

と
も

る
」

と
説
か
れ
ま
し
た
。

ま
た
、

く
し
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

第150号安住寺だより

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

八
日
午
後
　
花
祭
り
講
演
会
（

市

仏

教

会

）

花
祭
り
（

降
誕
会
）

場

合

に

よ

っ
て

、
変

更

す

る

こ

と

も

あ

り

ま

す

。

独
秀
流
御
詠
歌

の
予
定
で
す
。

十
名
位

四

月

六

日

錦
江
橋
架
け
替
え
工
事

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

四
月
二
十
八
日

　今回の支援は、陸前高田市の物産を購入し、寺の行
事に参加された方などにお配りしました。

四

月

八

日

　今後もお賽銭の全額を義援金として、支援に充てま

すので引続きご協力をお願いします。

四
月
二
十
五
日

四
月
二
十
一
日

物品購入代金

　
　
　
以
後
の
予
定

坐禅会
独
秀

流
御

詠
歌
全

国
大

会

御
詠
歌
・
観
音
講

5/11、5/18、
6/6、6/17、
7/6、7/17

　４月２日お昼頃　藤ノ川中尾の桜園でお花
見をします。閑栖和尚が行きますので、おに
ぎりと飲み物持参でお出かけ下さい。（雨天
の時は晴れ次第）

5/9、5/23、
6/13、6/27、
7/11、7/25

5/21、6/22、
7/21

御詠歌

写経会

五

月

七

日

四

月

七

日

合
掌
会
総
会
・
説
教

細
は
検
討
中
で
す
。

お
申
し
出
下
さ
い
。

詳

早
め
に
閑
栖
和
尚
ま
で

無
縁
供
養
・
説
教
会

四
月
二
十
七
日

四

月

十

七

日

写
経
・
写
仏
の
会

人
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。

木
付
親
重
公
ご
命
日

を
考
え
て
い
ま
す
。

参

沖縄へ慰霊に行きませんか

四

月

十

一

日

今年もお花見をしますヨ！

上の写真は昨年の様子です

８６７，４９４円

目
に
当
た
り
ま
す
。

二

今
年
は
、

終
戦
七
十
年

死
者
』

は
、

三
千
人
を
超
す
と
聞
き
ま
し

ま
た
、

地
上
戦
で
多
数

八
月
十
五
日
に
は
戦
没

十
八
日
よ
り
二
泊
三
日

た
沖
縄
へ
慰
霊
の
旅
を

の
住
民
が
犠
牲
に
な
っ

企
画
し
ま
し
た
。

六
月

２６年度の支援結果

百
数
十
万
人
も
の
尊
い

「

幸
せ
に
生
き
る
」
っ

て

ー

ン
を
抱
え
て
こ
の
先
本
当
に
幸
せ
っ

て

　
家
や
工
場
は
再
建
で
き
た
が
、

二
重
の
ロ

も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

ん
で
た
ら
良
か
っ

た
」

と
呟
く
人
の
声

　
東
日
本
大
震
災
・
原
発
事
故
か
ら
四
年

生
活
の
中
で
亡
く
な
ら
れ
た
『

被
災
関
連

た
。

一
時
は
助
か
っ

た
の
に
「

あ
の
時
死

これまでの合計金額

う
声
が
大
半
の
よ
う
で
す
。

長
引
く
避
難

が
、

被
災
者
の
方
々
は
「

歯
が
ゆ
い
、

遅

興
は
か
な
り
進
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
す

が
経
ち
ま
し
た
。

政
府
の
発
表
で
は
、

復

今
年
度
で
橋
脚
が
完

成
の
予
定
で
す
。

者
の
供
養
を
し
ま
す
。

加
ご
希
望
の
方
は
、

お

す
ぎ
る
」
「

全
然
先
が
見
え
な
い
」

と
言

東日本大震災義援金報告


