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春
で
す
よ 

春
は
花
粉
が
飛
び
、花
粉
症
の
方
は
目
と
鼻

が
辛
い
季
節
で
す
ね
。
僕
は
少
し
ム
ズ
ム
ズ
し
ま

す…

余
談
に
は
な
り
ま
す
が
、
半
導
体
不
足
の

た
め
、薬
の
生
産
が
追
い
つ
い
て
な
い
状
態
が
続
い

て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。 

さ
て
春
は
出
会
い
と
別
れ
の
季
節
で
も
あ
り
ま

す
。
私
の
長
男
は
保
育
園
を
卒
業
し
、小
学
生

に
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
最
近
で
は
ひ
ら
が
な

を
書
く
特
訓
を
し
て
い
ま
す
が
、そ
の
中
で
も
長

男
は「
そ
」と「
ぬ
」が
苦
手
で
あ
り
、「
ど
う
書
い

た
ら
良
い
の
？
」と
聞
い
て
き
ま
す
。そ
れ
が
と
て

も
愛
く
る
し
い
ん
で
す
。こ
れ
か
ら
は
新
た
な
環

境
に
適
応
し
て
、学
校
が
楽
し
い
場
所
だ
と
思
っ

て
欲
し
い
と
思
う
の
が
親
心
で
す
。 

    
私
事
で
す
が
、
健
康
が
気
に
な
る
年
頃
に
な
っ
た
の
で
、最
近

友
人
の
す
す
め
で
ア
ッ
プ
ル
ウ
ォ
ッ
チ
を
買
い
ま
し
た
。そ
の
機
能

の
中
に
ヘ
ル
ス
ケ
ア
と
い
う
ア
プ
リ
が
あ
り
ま
す
。「
消
費
カ
ロ
リ

ー
、運
動
時
間
」
を
確
認
で
き
る
機
能
が
あ
り
、毎
日
ど
れ
だ

け
歩
き
動
い
た
か
教
え
て
く
れ
ま
す
。ま
た
一
日
の
目
標
消
費

カ
ロ
リ
ー
を
設
定
で
き
、私
は
毎
日
三
〇
〇
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
を

消
費
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
今
は
花
の
咲
き
か
わ
る
季
節

で
も
あ
り
、散
歩
が
て
ら
一
時
間
程
歩
く
と
良
い
運
動
に
な
っ

て
、カ
ロ
リ
ー
消
費
も
で
き
る
上
、目
と
心
の
保
養
に
も
つ
な
が

る
の
で
、と
て
も
あ
り
が
た
い
で
す
。 

    

歩
い
て
い
る
と
気
が
付
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
信
号
の
な
い
横

断
歩
道
で
、歩
行
者
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
車
が
停
ま
る

事
無
く
、通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
注
意
を
し
な
い
と
、

あ
わ
や
大
惨
事
と
な
り
ま
す
の
で
、
横
断
歩
道
で
歩
行
者
が
い

れ
ば
車
は
止
ま
り
ま
し
ょ
う
。 

最
後
に
、皆
さ
ま
も
健
康
の
た
め
、な
に
か
気
に
か
け
て
行

動
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
無
い
方
は
こ
れ
を
機
会

に
、な
に
か
に
挑
戦
し
て
欲
し
い
な
あ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、ア
ッ

プ
ル
ウ
ォ
ッ
チ
を
購
入
し
て
か
ら
、
欠
か
さ
ず
目
標
を
達
成
し

て
い
る
事
を
自
慢
し
た
い
で
す
（
笑
）  
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長男 みちあき作 

子供とスベリ台 

お尻が痒くなりました 



  

 

石
手
寺
の
象
徴
で
あ
る
三
重
塔
は
、寺
伝
に
よ
る
と
、創

建
は
嘉
元
四
年
二
月
（
西
紀
一
三
〇
六
）
、鎌
倉
時
代

に
創
ら
れ
、幾
度
の
修
復
事
業
を
行
い
今
日
に
至
る
。 

 

鎌
倉
時
代
の
三
重
塔
は
現
存
す
る
も
の
で
全
国
に
八
つ

し
か
な
く
、奈
良
県
に
三
つ
、滋
賀
県
に
二
つ
、京
都
府
、

福
井
県
に
各
一
つ
。
加
え
て
石
手
寺
の
塔
に
な
る
。
石
手

寺
の
塔
は
形
姿
が
雄
麗
で
安
定
堅
固
の
要
素
を
多
分
に

持
ち
、
全
体
と
部
分
と
の
均
衡
が
美
し
く
と
れ
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
期
建
築
の
三
重
塔
の
中
で
は
極
め
て

優
れ
た
塔
で
あ
る
。 

 

造
塔
の
目
的
は
仏
陀
の
遺
物
や
仏
教
の
経
文
等
を
奉

安
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
に
も
死
者
、生
存
者
の
徳
を 

標
識
す
る
為
に
、舎
利
・
牙
・
髪
等
を 

埋
め
、そ
の
上
に
金
石
土
木
を
用
い 

て
建
立
さ
れ
て
い
る
。そ
の
姿
は
当
時 

の
人
々
を
も
驚
か
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て 

い
る
。 今

ま
で
の
修
復
の
歴
史
を
遡
る
と
、 

最
初
の
大
修
理
は
永
正
十
一
年
（
西
紀
一
五
一
四
）で

  

三
重
塔 

 

あ
る
。
文
保
年
代
建
築
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
と
、当
時
で
建
立
か
ら
二
百
年
が
経
過

し
て
い
る
。 

 

こ
の
修
理
で
は
、建
物
を
解
体
し
て
組
み

直
し
、
初
層
柱
を
数
本
取
替
え
、
二
・
三
重

の
柱
、そ
の
他
重
要
な
部
材
を
新
埔
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
主
要
材
は
桧
材
で
あ
っ
た
が
、

欅
や
樟
等
の
素
材
を
新
た
に
使
い
、屋
根
瓦

も
そ
の
大
半
新
埔
し
た
と
い
う
。
材
料
は
相

当
新
調
し
た
が
、形
式
や
手
法
に
つ
い
て
は
、

あ
く
ま
で
以
前
の
す
が
た
を
保
持
す
る
こ
と

に
努
め
た
。
例
え
ば
初
層
柱
の
、
腐
損
は
著

し
か
っ
た
と
い
う
。し
か
し
、柱
に
は
貴
重
な

絵
画
装
飾
が
残
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
柱

を
そ
の
ま
ま
取
り
替
え
る
こ
と
は
せ
ず
、旧

柱
の
外
面
だ
け
を
剝
ぎ
取
っ
て
、
新
な
柱
に

こ
れ
を
貼
り
つ
け
た
。そ
の
手
際
な
ど
は
古

式
を
尊
重
す
る
も
の
と
し
て
極
め
て
鮮
や
か

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

元
和
七
年
（
西
紀
一
六
二
一
）に
は
永
正

の
大
修
理
か
ら
約
百
年
を
過
ぎ
て
、
屋
根

が
修
繕
期
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
再
び
の
修

理
が
と
り
行
わ
れ
た
。
石
手
寺
の
中
興
僧
と

云
わ
れ
た
法
印
実
雄
が
修
理
の
指
示
を
し

た
と
い
う
。こ
の
時
代
は
寺
全
体
が
復
興
に

専
心
さ
れ
た
時
代
と
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

寛
延
二
年
（
西
紀
一
七
四
九
）に
は
軒
以

上
が
解
体
さ
れ
た
。
化
粧
棰
、裏
板
若
干
、

小
屋
材
、屋
根
瓦
は
大
半
が
取
替
え
ら
れ
、九
輪

の
修
理
、絵
画
の
補
修
が
な
さ
れ
た
、こ
の
時
代
は

経
費
が
充
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
補
加
材
料
の

質
や
加
工
の
程
度
が
多
少
粗
悪
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 
 

   

更
に
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）に
到
る
と
腐

朽
腐
頽
が
極
度
に
達
し
て
い
た
の
で
、
創
建
以
来

最
も
大
規
模
な
修
復
事
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い

う
。 そ

の
模
様
を
略
述
す
る
と
、
修
理
に
先
ん
じ
て

傾
斜
損
壊
し
た
建
物
現
状
が
詳
細
に
調
査
実
測

さ
れ
た
。そ
れ
か
ら
建
物
の
全
部
を
分
離
解
体

し
、解
体
中
に
は
そ
の
各
部
の
写
真
を
が
撮
映
さ

れ
た
。そ
し
て
、元
の
材
料
が
再
用
可
と
否
と
に
厳

密
に
区
別
さ
れ
た
。
再
建
に
あ
た
っ
て
は
建
物
測

図
を
原
本
と
し
た
修
理
の
根
本
方
針
を
確
立
し

た
の
で
あ
っ
た
。 

 

組
立
の
際
に
は
、手
法
を
当
初
の
も
の
に
倣
い
、あ

く
ま
で
も
古
制
を
尊
重
し
た
。
幸
い
各
年
代
の
修

理
が
そ
れ
ぞ
れ
巧
妙
に
古
式
を
保
持
し
て
来
て
い

た
の
で
、
比
較
的
現
状
変
更
の
部
分
が
少
な
か
っ

た
と
云
わ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
昭
和
の
解
体
修
理
に
は
十
四
ヶ
月
を
要
し

三重塔造図 



  

 

 

 

 

 

  

た
が
、
最
も
苦
心
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、塔
内
壁

の
絵
画
装
飾
の
処
理
と
さ
れ
て
い
る
。
極
彩
色
は
薄

く
見
え
に
く
く
、ま
た
そ
の
膠
着
力
は
極
め
て
弱
い
と

さ
れ
て
い
た
た
め
、
剥
落
防
止
法
を
施
術
し
た
上
で
、

消
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
筆
痕
を
辿
っ
て
復
元
し
た
と
示

さ
れ
て
い
る
。な
お
、横
の
写
真
に
は
な
る
が
、正
面
に

示
さ
れ
て
あ
る
曼
荼
羅
図
は
現
存
す
る
も
の
と
し
て

は
日
本
最
古
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

    

さ
て
、こ
れ
か
ら
令
和
の
大
修
理
を
控
え
て
い
る

が
、
重
要
文
化
財
な
の
で
調
査
に
時
間
は
か
か
り
、

早
く
て
令
和
七
年
度
に
着
工
さ
れ
る
と
云
わ
れ
て
い

る
。
現
在
資
材
が
不
足
し
て
い
る
事
も
あ
り
、も
う

少
し
遅
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
然
る
に
そ
れ
が

い
つ
に
な
ろ
う
と
修
復
過
程
を
見
る
こ
と
は
、こ
れ
ま

で
の
幾
度
の
修
復
工
事
の
歴
史
を
辿
れ
る
こ
と
で
も

あ
り
、そ
れ
は
ま
た
一
つ
の
楽
し
み
で
も
あ
る
。 
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藤
井
俊
良
で
す
。こ
の
度
、二
月
二
十
四
日
か
ら

三
月
九
日
ま
で
、
十
五
日
間
に
わ
た
り
特
別
専
修

所
第
二
期
の
研
修
を
受
講
し
ま
し
た
の
で
、ご
報
告
い

た
し
ま
す
。 

真
言
宗
豊
山
派
の
僧
侶
に
な
る
た
め
に
は
、
得
度

（
と
く
ど
）
、加
行
（
け
ぎ
ょ
う
）
、
灌
頂
（
か
ん
じ
ょ
う
）

を
経
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。そ
の
後
、住
職
と
し
て
の

資
格
を
得
る
た
め
に
は
複
数
の
途
が
存
在
し
ま
す

が
、私
は
特
別
専
修
所
を
選
択
し
ま
し
た
。
理
由
と

し
て
は
、夏
と
冬
の
年
二
回
、合
計
三
十
日
間
、奈
良

県
の
本
山
長
谷
寺
で
過
ご
し
、筆
記
お
よ
び
面
接
試

験
に
よ
り
資
格
取
得
が
可
能
な
点
が
、
私
の
よ
う
に

迅
速
な
取
得
を
望
む
者
に
は
最
適
だ
っ
た
か
ら
で

す
。 こ

の
研
修
で
は
、
僧
侶
と
し
て
の
所
作
を
身
に
つ
け

る
厳
し
い
加
行
と
は
異
な
り
、よ
り
実
践
的
な
学
び

が
あ
り
ま
し
た
。
仏
教
で
は
、事
相
（
じ
そ
う
）と
教

相
（
き
ょ
う
そ
う
）が
重
要
と
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
側
面
か
ら
理
解
を
深
め
ま
す
。 

ま
ず
、事
相
で
は
仏
教
の
儀
式
や
作
法
を
教
わ
り

ま
す
。
始
め
に
、
経
を
唱
え
る
際
に
必
要
な
聲
明
（
し

ょ
う
み
ょ
う
（
仏
教
音
楽
）
）
、御
詠
歌
（
ご
え
い
か（
仏

教
詩
歌
）
）
、次
に
塔
婆
な
ど
に
書
く
悉
曇
（
し
っ
た
ん

（
梵
字
学
習
）
）
な
ど
を
教
わ
り
ま
し
た
。 

教
相
で
は
、大
学
教
授
か
ら
仏
教
の
教
え
や
理

論
、真
言
宗
の
歴
史
を
教
わ
り
、
理
解
を
深
め
ま
し

た
、短
い
間
で
し
た
が
、仏
教
の
本
質
が
凝
縮
さ
れ
て

お
り
、
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。 研

修
会
の
受
講
者
は
主
に
お
寺
の
家
庭
で
育
っ
た

方
が
多
い
中
、私
は
在
家
（
一
般
家
庭
）
出
身
な
の

で
、連
夜
残
っ
て
聲
明
の
練
習
に
没
頭
し
ま
し
た
。そ

の
中
で
時
に
は
悔
し
い
思
い
や
、情
け
な
さ
を
感
じ
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
仲
間
や
講
師
の
方
々
の
助

け
も
あ
り
、納
得
の
い
く
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。 

今
回
の
研
修
を
通
じ
て
、私
自
身
が
仏
教
を
護

り
続
け
る
歴
史
の
一
部
で
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。そ
の
歴
史
を
未
来
へ
継
ぐ
た
め
、多
く
の

課
題
が
明
確
に
も
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
課
題
に

対
し
て
取
り
組
み
、一
僧
侶
と
し
て
皆
様
の
お
役
に

立
て
る
よ
う
、
一
層
の
努
力
を
し
て
参
り
た
い
と
思
い

ま
す
。 

最
後
に
、教
師
資
格
を
得
る
た
め
の
最
終
試
験

が
今
月
末
に
控
え
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
、頑
張
り

ま
す
。  

 
 
 
(
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責 

俊
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     園児募集 

    石手幼稚園 

金剛講員募集 
お弁当・御札・新聞など配布します 

特許 バッジ・駐車料無料・宝物館 

灌頂洞窟・鐘撞き・お砂撫で無料 

年会費 千円 

               

３月２０日（水） おはつか（金剛講） １０：００～ 

４月８日（月） 花まつり １０：００～ 

４月１９～２０日（金～土） 高野山参り ６：３０～ 

４月２０日（土） おはつか（金剛講）正御影供 １０：００～ 

５月２０日（月） おはつか（金剛講）旧花まつり １０：００～ 

５月２８日（火） 四国遍路８８ヶ所 参拝（８８番～８４番） ６：３０～ 

６月１５日（土） 降誕会 １０：００～ 

６月１９日（水） 四国遍路８８ヶ所 参拝（８３番～７９番） ６：３０～ 

６月２０日（木） おはつか（金剛講） １０：００～ 

 

石手寺四国遍路８８ヶ所 巡拝団 

☆参加費用 お一人様 １５．０００円～１９．０００円（昼飯・旅行保険・交通費タクシー等含む） 

☆途中参加可能       お問い合わせ・お申込みは 

〒７９０－０８５２  松山市石手２丁目９－２１ 石手寺 電話（089-９７７－０８７０） 

又は、信徒会会長 乗松 豊一 電話（089-９８２－６７１７） 


