
現
在
、
感
染
症
拡
大
防
止
に
配

慮
し
て
法
座
活
動
は
少
回
数
短

時
間
開
催
と
し
て
い
ま
す
。
お

参
り
の
方
も
充
分
な
対
策
の
上

互
い
に
協
力
し
な
が
ら
ご
参
加

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し

て
も
た
く
さ
ん
お
参
り
い
た
だ

け
る
状
況
で
は
な
い
た
め
、
護

持
会
に
つ
い
て
の
ご
報
告
の
場

を
設
け
る
こ
と
が
な
か
な
か
で

き
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。先日

、
護
持
会
役
員
で
話
し
合
っ

た
結
果
、
前
年
度
活
動
報
告
と

収
支
報
告
、
次
年
度
活
動
計
画

と
収
支
予
算
の
資
料
を
法
座
で

の
帳
場
に
備
え
お
く
こ
と
と
、

十
一
月
に
予
定
し
て
い
る
報
恩

講
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
ま
と
め

て
ご
説
明
申
し
上
げ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

概
要
的
な
今
後
の
課
題
と
し
て

は
、
通
信
費
を
ど
の
よ
う
に
抑

え
る
か
、
そ
れ
を
郵
送
だ
け
で

は
な
く
メ
ー
ル
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
を
活
用
し
て
通
信
費
用

を
節
減
で
き
な
い
か
と
役
員
で

話
し
合
っ
て
い
ま
す
。

縁
あ
る
方
に
も
れ
な
く
お
知
ら

せ
を
お
届
け
す
る
た
め
に
、
ど

の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
か
、
今

後
も
協
議
し
て
ま
い
り
ま
す
。

仏
教
婦
人
会
法
座
が
開
か
れ
ま

し
た
。
し
っ
か
り
と
感
染
症
対

策
を
と
り
、
二
年
ぶ
り
の
仏
婦

法
座
と
な
り
ま
し
た
。
赤
ち
ゃ

ん
の
初
参
り
の
初
参
式
を
待
っ

て
く
だ
さ
っ
て
い
た
ご
家
族
、

ま
た
こ
の
二
年
の
う
ち
に
お
亡

く
な
り
に
な
ら
れ
た
仏
婦
会
員

の
追
弔
会
を
ご
遺
族
を
お
迎
え

し
て
お
勤
め
し
ま
し
た
。

お
寺
の
活
動
が
で
き
る
よ
ろ
こ

び
を
感
じ
な
が
ら
、
慎
重
に
開

催
し
て
ま
い
り
ま
す
。

写
真
は
仏
婦
会
員
さ
ん
が
お
飾

り
し
て
く
だ
さ
っ
た
花
ま
つ
り

の
花
御
堂
で
す
。
朝
摘
み
取
っ

て
く
だ
さ
っ
た
お
花
を
持
ち
寄
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

『
正
信
偈
の
十
二
光
』
⑦

し
ょ
う
し
ん
げ

じ
ゅ
う
に
こ
う

阿
弥
陀
仏
は
す
べ
て
の
人
を
救

あ
み
だ
ぶ
つ

う
た
め
に
ど
の
よ
う
な
仏
に
な

ら
れ
た
の
か
？
親
鸞
さ
ま
は
そ

し
ん
ら
ん

の
働
き
を
『
正
信
偈
』
で
十
二

の
光
と
お
教
え
く
だ
さ
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
お
働
き

な
の
か
、
親
鸞
聖
人
の
ご
和
讃

わ
さ
ん

を
通
し
て
味
わ
っ
て
み
ま
す
。

⑦
歓
喜
光

か
ん
ぎ
こ
う

慈
光
は
る
か
に
こ
ふ
ら
し
め

じ
こ
う

光
の
い
た
る
所
に
は

法
喜
を
得
と
ぞ
述
べ
た
ま
ふ

ほ
う
き

う

の

大
安
慰
を
帰
命
せ
よ

だ
い
あ
ん
に

き
み
ょ
う『

浄
土
和
讃
』

人
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
苦
し

い
事
は
色
々
あ
り
ま
す
。
特
に
、

心
を
か
け
大
事
に
思
い
接
し
て

き
た
相
手
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
り
、

疑
わ
れ
た
り
、
批
判
さ
れ
た
り
、

非
難
さ
れ
た
り
す
る
事
は
と
て

も
苦
し
く
「
こ
ん
な
に
頑
張
っ

て
き
た
の
に
、
ど
う
し
て
こ
ん

な
目
に
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
ろ
う
か
」
と
返
っ
て
相

手
に
対
し
て
怒
り
の
心
が
起
き

て
き
ま
す
。
怒
り
と
は
不
思
議

で
す
。
時
間
や
お
金
・
心
を
か

け
て
き
た
人
ほ
ど
、
そ
の
相
手

が
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
時
、

怒
り
の
心
が
吹
き
上
が
っ
て
き

ま
す
。
そ
ん
な
時
、
「
こ
ん
な

に
苦
し
い
の
な
ら
、
も
う
心
を

か
け
る
の
は
や
め
た
！
も
う
あ

ん
な
人
な
ん
て
知
ら
な
い
」
そ

ん
な
恐
ろ
し
い
心
さ
え
も
起
き

て
き
ま
す
。
そ
ん
な
私
の
心
に

語
り
か
け
て
下
さ
る
の
が
「
歓

喜
光
」
で
す
。
目
の
前
で
怒
り

を
起
こ
さ
せ
て
い
る
相
手
は
か

つ
て
の
自
分
の
姿
で
あ
り
、
そ

の
私
の
た
め
に
心
が
ズ
タ
ズ
タ

に
引
き
裂
か
れ
な
が
ら
も
見
捨

て
ず
、
私
を
支
え
て
く
だ
さ
る

方
が
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ

の
方
の
温
か
い
慈
悲
の
心
が
時

空
を
超
え
て
私
の
心
に
届
く
、

そ
れ
が
「
歓
喜
光
」
の
働
き
な

の
で
す
。
こ
れ
が
「
慈
光
は
る

か
に
こ
ふ
ら
し
め
」
と
い
う
こ

と
、
こ
の
“
は
る
か
”
と
は
は
る

か
か
な
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

親
に
な
っ
て
初
め
て
知
る
親
心

と
言
わ
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
親

に
対
し
て
色
々
と
迷
惑
を
か
け

て
大
き
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ

ん
な
迷
惑
を
か
け
た
事
な
ど
全
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い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
「
わ
か
っ
た

ぞ
」
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
が
お
あ
り

と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
皆
さ
ま

の
ご
経
験
を
「
ヘ
ウ
レ
ー
カ
（
そ
う

か
！
）
」
と
題
し
て
掲
載
し
て
い
ま

す
。
仏
教
や
浄
土
真
宗
に
関
す
る
こ

と
で
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
皆
様

方
か
ら
の
投
稿
を
お
待
ち
し
ま
す
。

今
回
は
仏
壮
会
員
で
総
代
の
土
屋
さ

ん
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
和
讃
に
育
て
ら
れ

わ
さ
ん

ご
和
讃
と
は
歌
で
す
。
歌
は
言

葉
を
一
旦
呑
み
込
み
、
種
々
の

思
い
を
詰
め
込
ん
で
紡
ぎ
出
さ

れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
ご
和
讃

も
門
信
徒
の
心
に
届
き
響
い

て
、
我
々
を
育
て
導
い
て
い
く

由
縁
と
な
る
の
で
す
。
美
空
ひ

ゆ
え
ん

ば
り
の
「
川
の
流
れ
の
よ
う

に
」
の
詩
に
も
、
仏
教
に
か
か

わ
る
思
い
と
言
葉
が
あ
ふ
れ
て

い
て
、
私
た
ち
の
心
に
響
く
だ

け
で
は
な
く
支
え
る
力
と
な
っ

て
く
だ
さ
る
。
歌
か
ら
は
理
屈

を
超
え
た
は
た
ら
き
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
。

夜
中
に
ふ
と
目
が
覚
め
、
親
鸞

聖
人
の
「
地
獄
は
一
定
す
み
か

ぞ
か
し
」
と
い
う
お
言
葉
を
思

い
出
し
、
冷
や
汗
を
感
じ
る
こ

と
が
最
近
よ
く
あ
り
ま
し
た
。

で
も
そ
ん
な
と
き
、
続
い
て
次

の
二
句
を
思
い
出
す
の
で
す
。

五
濁
悪
世
の
有
情
の

う
じ
ょ
う

選
択
本
願
信
ず
れ
ば

せ
ん
じ
ゃ
く

不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の

功
徳
は
行
者
の
身
に
み
て
り

く
ど
く

『
正
像
末
和
讃
』

弥
陀
の
名
号
と
な
え
つ
つ

信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は

憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て

お
く
ね
ん

仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
あ
り

『
浄
土
和
讃
』

す
ぐ
心
配
に
駆
ら
れ
て
居
て
も

た
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
私
、
な
に
も
解
決
方
法

を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
空
っ
ぽ

で
不
安
な
私
だ
け
れ
ど
も
、
不

可
思
議
な
仏
の
は
た
ら
き
は
私

の
中
を
安
心
で
満
た
そ
う
と
し

て
く
だ
さ
る
お
方
。
「
空
っ
ぽ

な
私
だ
か
ら
こ
そ
仏
さ
ま
は
こ

の
身
に
満
ち
よ
う
と
し
て
く
だ

さ
る
の
で
す
。
こ
の
仏
の
働
き

を
い
た
だ
い
て
い
る
身
で
あ
る

こ
と
を
お
念
仏
申
し
つ
つ
喜
ば

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
」
と

親
鸞
さ
ま
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
く

だ
さ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
私
も
、
ご
和

讃
を
通
じ
て
支
え
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

（
土
屋
隆
生
）

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
妙
徳
寺

（
安
芸
教
区
志
和
組
）

発
行
責
任

寺
報
編
集
委
員
会

東
広
島
市
八
本
松
町
飯
田
六
〇
二

電
話
〇
八
二ｰ

四
二
八ｰ

〇
一
四
四

1

行
事
予
定

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
リ
ス
ク
軽
減
を
目
的
に
法
座
回
数

を
当
面
減
ら
す
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

八
月

五
日
（
木
）

午
前
九
時
、
午
後
一
時

（
午
後
席
で
は
物
故
者
追
弔
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
）

盂
蘭
盆
会
（
う
ら
ぼ
ん
え
）

講
師

志
和
東

光
源
寺

堀

靖
史

師

九
月

八
日
（
水
）

午
前
九
時
、
午
後
一
時

秋
彼
岸
会
（
あ
き
ひ
が
ん
え
）

講
師

大
和
町
椋
梨

明
円
寺

内
藤

良
照

師

十
一
月

二
十
五
日
（
木
）

午
前
九
時
、
午
後
一
時

報
恩
講
（
ほ
う
お
ん
こ
う
）

（
お
斎
そ
の
他
の
詳
細
は

次
号
寺
報
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
）

寺院活動のための
新型コロナウイルス感染症拡大防止の方針

安芸教区志和組13ヵ寺
<趣旨>
現在、地域の様 々な活動・行事が、また 本山
別院・各寺の法座や行事も自粛あるいは短縮や
中止などの判断をとっております。（中略）
今後私たちの法 座の機会を守り寺院活動 を消
極的なものにしないために志和組法中で協議、
感染防止対策をとりながらより安全な法座を開
催することを目的として、あらためて次の5点
を志和組法中の方針として申し合わせることと
しました。

<志和組法中としての方針>
[1] 手指の消毒設備の設置、マスクの着用依頼、
室内の換気、飲食提供に対する配慮等、適切
な感染防止対策を講じること

[2] 3密 (密閉・密 集・密接 )の状 態にならな い
よう互いに配慮を心がけること

[3] 大声での発声、歌唱とならないように配慮
し、又は近接した距離での会話等を控えるよ
うに呼び掛けること

[4] 参拝くださる方には事前の検温をお願いし、
37.5℃以上ある場合は参拝を控えていただく
ようお願いすること

[5] 相手の痛みを知る仏教徒として、感染者・
医療福祉関係者やその家族などを誹謗・中傷・
差別になる言動を厳に慎むこと

私
の
ヘ
ウ
レ
ー
カ

護
持
会

前
年
度
活
動
報
告
と

次
年
度
活
動
計
画
に
つ
い
て

一
語
法
話

題
字
松
川
裕
子

仏
婦
法
座
4/25

（
次
頁
へ
続
く
）



然
知
ら
ず
に
、
一
人
で
大
き
く

な
っ
た
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
親
が
子
ど
も
の
た
め

に
ど
ん
な
に
苦
労
し
た
と
し
て

も
、
子
ど
も
は
そ
の
親
の
御
恩

な
ど
全
く
感
じ
ま
せ
ん
。
で
も

自
分
が
親
と
な
り
、
子
ど
も
が

自
分
に
色
々
と
迷
惑
を
か
け
て

く
る
事
を
通
し
て
、
自
分
を
育

て
て
く
れ
た
親
の
苦
労
が
知
ら

さ
れ
ま
す
。
「
あ
～
、
自
分
も

親
に
対
し
て
こ
ん
な
に
も
迷
惑

を
か
け
て
き
た
ん
だ
な
ぁ
。
そ

れ
で
も
、
う
ち
の
親
は
よ
く
も

私
を
見
捨
て
ず
に
育
て
て
く
れ

た
も
の
だ
。
自
分
は
気
付
い
て

は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
こ
ん

な
に
も
親
か
ら
大
事
に
さ
れ
て

き
た
の
だ
な
ぁ
」
そ
う
思
う
と
、

今
悩
み
の
種
で
あ
る
子
ど
も
の

こ
と
が
違
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、

「
そ
う
だ
、
私
も
親
に
迷
惑
を

か
け
た
分
、
今
度
は
子
ど
も
に

対
し
て
愛
情
を
注
い
で
い
こ
う
」
。

こ
れ
が
恩
を
知
ら
さ
れ
る
と
い

う
事
で
す
。
私
た
ち
は
、
今
苦

労
し
て
い
る
事
が
目
の
前
に
い

る
相
手
に
伝
わ
ら
な
い
と
、
何

か
報
わ
れ
な
い
よ
う
な
思
い
に

な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
時
空
を

超
え
て
必
ず
報
わ
れ
る
時
が
来

る
の
で
す
。

阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
た
人
と
は
、

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
相
手
に

対
し
て
怒
り
が
起
き
た
と
し
て

も
、
仏
の
お
力
に
よ
っ
て
因
果

の
道
理
が
知
ら
さ
れ
て
い
き
ま

す
。
そ
し
て
今
自
分
が
受
け
て

い
る
結
果
は
か
つ
て
自
分
が
や
っ

て
き
た
種
蒔
き
の
結
果
で
あ
り
、

た
ね
ま

今
目
の
前
で
私
を
苦
し
め
て
い

る
相
手
こ
そ
か
つ
て
の
自
分
の

す
が
た
で
あ
っ
た
と
知
ら
さ
れ

る
の
で
す
。
そ
れ
が
知
ら
さ
れ

る
と
、
今
ま
で
吹
き
上
が
っ
て

き
た
怒
り
は
消
え
、
私
が
受
け

て
き
た
御
恩
を
し
み
じ
み
と
喜

ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
に
報
い
る
よ
う
に
努
め
励

む
心
に
変
え
ら
れ
て
い
く
。
今

す
ぐ
私
の
こ
の
気
持
は
相
手
に

伝
わ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、

時
空
を
超
え
て
必
ず
あ
の
人
に

も
届
く
日
が
来
る
。
こ
れ
が
歓

喜
光
の
働
き
で
す
。
苦
労
が
そ

の
ま
ま
御
恩
が
知
ら
さ
れ
る
ご

縁
と
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
、
自

分
を
奮
い
立
た
せ
る
原
動
力
と

な
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
怒
り

や
苦
し
み
を
喜
び
へ
と
転
じ
変

え
る
力
を
備
え
て
い
る
た
め
、

阿
弥
陀
仏
の
事
を
「
大
安
慰
」

だ
い
あ
ん
に

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

（
次
号
へ
続
く
）

編
集
後
記

少
し
ず
つ
、
で
き
る
活
動
を
模

索
し
て
い
ま
す
。
感
染
症
が
拡

大
す
る
前
の
頃
を
思
う
と
、
も

う
以
前
の
よ
う
な
活
動
は
で
き

な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
方
で
い
ろ
ん
な
こ

と
に
挑
戦
す
る
機
会
に
も
恵
ま

れ
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
新
し
い

こ
と
を
い
っ
ぱ
い
取
り
入
れ
て
、

変
わ
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
メ
ー
ル
な
ど

一
層
活
用
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
編
集
委
員
会
）

第 1 2 5 号 寺 報 み ょ う と く 令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日

志和組テレホン法話「みのりの電話」
４３３－４９８９ （しじゅうさんざん、しくはっく）

7月 1日～ 浄蓮寺 沼田 典生
7月11日～ 善正寺 武田 昭峰
7月21日～ 志和奥屋 向井 邦彦
8月 1日～ 天龍寺 天野 英昭
8月11日～ 報専坊 松島 純以
8月21日～ 西方寺 安國 晴子
9月 1日～ 照栄寺 井口 英隆
9月11日～ 長松寺 笠岡 潤一
9月21日～ 八本松篠 岡本 法治
志和、八本松川上地区の本派寺院13ヵ寺のテレホン法話
です。3分程度のお話を24時間いつでもお聞きいただけま
す。ぜひ、電話でもお聴聞してください。

「写経の会」開催予定日
7月 23日 (金) 午後2時より
8月 27日 (金) 午後2時より
9月 24日 (金) 午後2時より

「妙徳寺仏教壮年会例会」開催予定日
7月 10日(土) 午後7時から定例会
8月 21日(土) 午後7時より定例会
9月 11日(土) 午後6時より寺報編集会議
毎月第2土曜日午後7時開催を原則としています。

「生きていくための仏の教え 仏教基礎講座」
7月 10日 (土) 午後2時より
8月 21日 (土) 午後2時より
9月 12日 (土) 午後2時より

「おみのりサロン」開催予定日
7月 14日(水) 午後2時より1時間半（『大乗』講読会と座談会など）

「お茶の会」開催予定日（参加者募集中、ご連絡ください）
現在休止中、再開については電話かホームページでご確認ください。

２

合
同
墓
・
墓
地
案
内

有
縁
の
皆
さ
ん
で
お
ま
も
り
し

て
い
る
合
同
墓
と
一
般
墓
地
が

あ
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
お
方

に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

妙徳寺ホームページ
http://myotoku-ji.sakura.ne.jp/
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内で行事予定を随時更新しています

総
代
の
竹
本
さ
ん
の
、
郷
土
の
歴

史
を
中
心
と
し
た
コ
ラ
ム
で
す
。

あ
ら
た
め
て
郷
土
の
歴
史
を
知

り
、
先
人
に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら

読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

其
の
七

日
本
書
紀

昨
年
は
日
本
書
記
が
編
纂
さ
れ

へ
ん
さ
ん

て
一
三
〇
〇
年
の
節
目
の
年

だ
っ
た
が
出
版
物
は
お
ろ
か
、

誰
一
人
語
る
人
も
い
な
か
っ

た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓

延
、
某
大
統
領
選
挙
、
選
挙
買

収
事
件
等
が
世
間
を
賑
わ
す
侘

し
い
世
の
中
に
堕
ち
て
い
く
よ

う
だ
。
国
の
黎
明
期
を
知
ら
な

れ
い
め
い
き

け
れ
ば
、
先
人
が
塗
炭
の
辛
酸

と
た
ん

し
ん
さ
ん

を
舐
め
乍
ら
切
り
拓
い
た
知
見

な

は
雫
の
如
く
滴
下
す
る
。

し
ず
く

古
典
文
学
者
が
序
文
に
有
る
か

ら
と
い
っ
て
元
号
名
を
提
案
し

た
処
、
天
皇
に
成
代
っ
て
不
遜

の
某
政
治
家
が
「
令
和
」
を
採

用
し
た
。
「
令
」
の
上
に
冠
の

「
雲
」
を
載
せ
れ
ば
「
零
」
と

な
る
。
今
日
ま
で
数
多
の
先
人

が
、
蓄
え
遺
し
て
く
れ
た
有
形

無
形
の
貴
い
財
産
が
雫
の
如
き

ポ
タ
ポ
タ
と
落
ち
て
ゆ
く
様
を

顕
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

蔓
延
は
先
人
の
警
鐘
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
学
術
会
議
の
そ
う

そ
う
た
る
メ
ン
バ
ー
は
推
し

量
っ
た
よ
う
に
政
治
家
に

慮

っ
て
か
誰
一
人
指
摘
す
る

お
も
ん
ば
か

人
は
い
な
か
っ
た
。
学
識
と
智

は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。

令
和
は
三
年
目
を
迎
え
て
い
る

が
、G

D
P

は
激
減
し
、
債
務
超

過
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
国

は
緊
急
事
態
宣
言
を
発
令
し
補

償
金
を
取
り
敢
え
ず
バ
ラ
マ
キ

目
線
を
逸
ら
そ
う
と
し
て
い

る
。
財
政
改
革
と
や
ら
標
榜
し

て
い
た
が
、
そ
の
笠
験
は
何
処

か
さ
じ
る
し

哉
。
こ
の
負
債
を
負
う
の
は
現

役
世
代
で
あ
る
。
そ
の
世
代
は

親
達
と
は
違
う
社
会
構
造
だ
と

目
線
を
背
け
ス
マ
ホ
を
覗
き
込

む
。
「
温
故
知
新
」
は
死
語
と

な
り
、
過
去
を
知
ら
な
い
で
、

未
来
が
分
か
る
の
か
と
尋
ね
る

と
、
Ａ
Ｉ
が
あ
る
か
ら
と
嘯

う
そ
ぶ

く
。
過
日
、
小
学
校
か
ら
郷
土

史
学
習
の
要
請
が
来
た
。
現
役

世
代
の
子
供
達
に
相
応
し
い
部

ふ
さ
わ

分
を
抜
き
取
っ
て
話
す
気
分
は

湧
い
て
こ
な
か
っ
た
。
私
の
子

供
時
分
、
喉
の
渇
き
を
覚
え
な

い
牛
馬
を
水
辺
に
無
理
や
り
連

れ
て
行
っ
た
虚
し
さ
を
思
い
出

し
た
か
ら
だ
。

私
達
の
両
親
は
戦
後
復
興
の
儘

な
ら
ぬ
中
、
愚
痴
も
溢
さ
ず

黙
々
と
働
き
続
け
て
い
た
。
私

達
は
高
度
経
済
成
長
期
に
青
春

期
を
迎
え
、
社
会
に
出
れ
ば
家

庭
を
顧
み
る
こ
と
も
な
く
、
身

命
を
賭
し
競
争
社
会
で
鎬
を

し
の
ぎ

削
っ
て
き
た
。
気
付
い
た
ら
定

年
を
迎
え
て
い
た
が
、
私
達
も

寡
黙
に
猛
進
し
て
き
た
。
親
達

か
も
く

が
寡
黙
だ
っ
た
の
は
私
達
の
成

長
を
楽
し
み
、
夢
を
抱
い
て
い

た
か
ら
だ
。
し
か
し
進
学
費
用

は
先
祖
伝
来
の
田
地
田
畑
を
売

り
払
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
私
達

は
両
親
の
期
待
に
応
え
る
べ
く

只
管
に
働
い
た
。
私
達
の
寡
黙

ひ
た
す
ら

は
仕
事
で
疲
れ
果
て
喋
る
余
力

も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
日
本
書
記
」
は
第
四
十
代
・

天
武
天
皇
が
、
天
武
十
年
（
六

て
ん
む

八
一
）
に
詔
し
て
、
一
品
舎
人

み
こ
と
の
り

い
っ
ぴ
ん
と
ね
り

親
王
が
編
纂
し
た
。
三
十
九
年

し
ん
の
う

を
要
し
、
養
老
四
年
（
七
二

〇
）
に
完
成
、
日
本
に
伝
在
す

る
最
古
の
「
正
史
」
と
さ
れ
て

い
る
。
全
三
十
巻
で
、
他
に
一

巻
の
系
図
が
あ
る
。
と
は
い
っ

て
も
原
本
は
紛
失
し
て
現
存
す

る
最
古
の
写
本
は
平
安
時
代
初

期
の
も
の
で
あ
る
。
前
半
は
中

国
か
ら
渡
来
し
た
続
守
言
と

ぞ
く
し
ゅ

ご
ん

薩
弘
恪
が
書
い
た
。
そ
の
二
人

さ
つ
こ
う
か
く

が
帰
国
（
或
は
死
亡
）
し
た
の

で
、
日
本
の
学
僧
・
山
田
史

や
ま
だ
の
ふ
ひ
と
の

御
方
が
引
き
継
い
だ
。
内
容
は

み
か
た

初
代
・
神
武
天
皇
か
ら
第
四
十

じ
ん
む

一
代
・
持
統
天
皇
ま
で
の
天
皇

じ
と
う

の
事
績
で
あ
る
。
壬
申
の
乱

じ
ん
し
ん

（
六
七
二
）
で
は
、
第
三
十
八

代
・
天
智
天
皇
の
子
・
大
友

て
ん
じ

お
お
と
も
の

皇
子
が
天
智
天
皇
の
弟
・

お
う
じ

大
海
人
皇
子
と
の
皇
位
継
承
争

お
お
あ
ま
の

い
に
勝
利
し
て
飛
鳥
浄
御
原
宮

あ
す
か

き
よ
み
は
ら
み
や

で
即
位
し
、
天
武
天
皇
と
な
り

て
ん
む

「
律
令
の
制
定
」
と
「
歴
史

書
」
の
編
纂
を
命
じ
た
。

古
代
史
最
大
の
対
外
戦
争
「
白

村
江
の
戦
」
で
は
倭
国
は
朝
鮮

半
島
に
出
陣
し
唐
・
新
羅
連
合

軍
に
壊
滅
さ
れ
た
。
五
万
の
兵

を
送
っ
た
が
、
再
び
故
郷
の
地

を
踏
ん
だ
者
は
い
な
か
っ
た
。

当
時
、
朝
鮮
半
島
の
最
先
端
の

技
術
・
知
識
等
を
渇
望
し
て
い

た
の
で
、
溺
れ
る
倭
兵
は
見
捨

て
ら
れ
た
。
白
村
江
の
湾
は
倭

人
の
血
で
い
つ
ま
で
も
紅
色
に

く
れ
な
い
い
ろ

染
ま
っ
た
そ
う
だ
。
百
済
人
を

く
だ
ら

優
先
し
て
渡
来
さ
せ
国
造
り
を

担
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

詳
し
く
は
『
「
日
出
る
国
」

か
ら
賀
茂
郡
へ
の
設
え
』
に
強

か
も
ご
お
り

し
つ
ら

記
乱
筆
し
ま
し
た
の
で
拙
書
を

お
読
み
下
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
次
号
へ
続
く
）

申し込みは 代表_西本さん(428-2466)、
または妙徳寺へご連絡下さい。

申し込みは 代表_廣川さん(428-5935)、
または妙徳寺へご連絡下さい。

（
前
頁
か
ら
の
続
き
）

『
藝
州
賀
茂
郡
飯
田
村

げ
い
し
ゅ
う
か
も
ぐ
ん
い
い
だ
む
ら

獨
歩
行
』

ひ
と
り
あ
る
き

竹
本
省
三

　
　


