
安
居
会
を
開
催

雨
期
の
法
座
は
安
居
会
と
い
い

あ

ん

ご

え

ま
す
。
道
端
に
出
て
く
る
生
き
物

を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
出
歩
く
こ

と
を
控
え
た
仏
道
修
養
を
心
が
け

る
と
い
う
、
お
釈
迦
様
に
由
来
す

る
仏
教
伝
統
行
事
で
す
。

一
月
の
法
座
以
来
、
新
型
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
を
目
的
に
法

座
を
中
止
し
て
お
り
ま
し
た
。
別

欄
の
通
り
当
寺
の
行
事
開
催
方

針
を
定
め
、
感
染
リ
ス
ク
軽
減
を

配
慮
し
た
上
で
徐
々
に
寺
院
活
動

を
再
開
、
法
座
回
数
を
減
ら
し
て

実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

法
座
後
に
総
会
開
催

法
要
後
の
午
後
三
時
、

延
期
と
な
っ
て
お
り
ま
し

た
護
持
会
総
会
が
開
催
さ

れ
、
役
員
さ
ん
か
ら
会
費

の
収
納
報
告
と
支
出
状
況
、

今
後
の
事
業
計
画
な
ど
の

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

概
要
と
し
ま
し
て
は
、
四

百
件
を
超
え
る
ご
賛
同
者

を
得
た
こ
と
、
発
足
式
で

お
示
し
し
た
趣
意
書
の
予

算
計
画
を
実
施
す
る
こ
と

の
説
明
を
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
今
後
、
本
堂
に
車
イ

ス
を
乗
り
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
を
図
る
、
ト
イ
レ
の
利

便
を
よ
く
す
る
な
ど
、
環

境
整
備
の
た
め
の
基
金
を
少
し
ず

つ
積
み
立
て
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明

が
あ
り
、
ご
了
解
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
年
度
は
本
山
へ
お
納
め
す
る

賦
課
金
は
感
染
症
対
応
に
つ
い
て

の
末
寺
助
成
と
し
て
二
〇
％
減
免

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
相
当

額
を
環
境
整
備
基
金
へ増
額
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
今
後

の
こ
と
を
考
慮
し
、
収
支
の
見
直

し
を
考
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

事
業
内
容
に
つ
い
て
、
役
員
に
よ

る
寺
報
編
集
会
議
を
行
う
他
、
今

年
十
一
月
の
報
恩
講
か
ら
次
期

会
費
納
入
を
ご
依
頼
し
、
次
回
の

総
会
で
は
二
年
度
の
決
算
報
告
と

三
年
度
の
収
支
計
画
を
ご
説
明

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
だ
発
足
一
年
目
で
す
が
、
多

く
の
皆
さ
ま
に
ご
協
力
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
、
と
て
も

あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。
賜
り
ま

し
た
会
の
収
入
を
大
切
に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
ご
賛

同
者
の
輪
が
さ
ら
に
広
が
り
ま
す

こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

『
正
信
偈
の
十
二
光
』
③

し
ょ
う
し
ん
げ

じ
ゅ
う
に
こ
う

普
放
無
量
無
辺
光

ふ
ほ
う
む
り
ょ
う
む
へ
ん
こ
う

…

一
切
群
生
蒙
光
照

い
っ
さ
い
ぐ
ん
じ
ょ
う
む
こ
う
し
ょ
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
の
働

し
ん
ら
ん

き
を
『
正
信
偈
』
で
無
量
光
、

む
り
ょ
う
こ
う

無
辺
光
、
無
碍
光
、
無
対
光
、

む

へ
ん
こ
う

む

げ

こ

う

む
た
い
こ
う

光
炎
王
光
、
清

浄
光
、
歓
喜
光
、

こ
う
え
ん
の
う
こ
う

し
ょ
う
じ
ょ
う
こ
う

か
ん
ぎ
こ
う

智
慧
光
、
不
断
光
、
難
思
光
、

ち

え

こ

う

ふ
だ
ん
こ
う

な
ん
じ
こ
う

無
称
光
、
超
日
月
光
と
い
う
十

む
し
ょ
う
こ
う

ち
ょ
う
に
ち
が
っ
こ
う

二
の
光
と
示
し
て
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
書
か

れ
た
ご
和
讃
を
通
し
て
味
わ
う
、

わ

さ

ん

今
回
は
そ
の
三
回
目
で
す
。

③
無
礙
光

む

げ

こ

う

礙
と
は
、
石
の
よ
う
に
固
く
な
っ

げ
た
疑
い
の
心
の
こ
と
。
人
間
に
は
誰

う
た
が
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皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
い

ろ
ん
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
ご
経
験
を
「
ヘ
ウ

レ
ー
カ
」
の
情
報
と
し
て
、
寺
報
に
掲

載
し
て
内
容
が
充
実
で
き
れ
ば
と

考
え
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
関
係
で

な
く
て
も
、
日
常
生
活
に
関
す
る
こ

と
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
皆
様
方
か
ら

の
投
稿
を
お
待
ち
し
ま
す
。

今
回
は
総
代
の
土
屋
さ
ん
に
寄

稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん

私
が
マ
マ
よ

梓
み
ち
よ
さ
ん
が
歌
っ
た
こ
の
歌

あ
ず
さ

を
作
詞
し
た
永
六
輔
さ
ん
は
大
阪

え
い
ろ
く
す
け

の
浄
土
真
宗
の
お
寺
の
次
男
坊
。

「
私
が
マ
マ
よ
」
の
名
乗
り
の
歌
詞

な

の

は
、
お
寺
で
の
お
育
て
の
賜
物
と
思

た
ま
も
の

い
ま
す
。

か
つ
て
私
の
妹
に
子
が
生
ま
れ
た

時
、
身
内
び
い
き
で
は
あ
る
が
我
々

の
と
こ
ろ
に
こ
ん
な
か
わ
い
い
子
ど

も
が
生
ま
れ
る
の
か
と
感
動
し
ま

し
た
。
生
ま
れ
て
き
た
身
内
で
あ
る

甥
が
か
わ
い
い
と
思
っ
た
時
、
い
つ
も

嬉
し
い
と
不
思
議
な
感
動
を
お
ぼ

え
て
い
ま
し
た
。

我
々
は
こ
だ
わ
り
に
取
り
巻
か
れ

て
苦
し
み
、
そ
の
苦
し
み
を
取
り
除

こ
う
と
一
層
自
分
で
解
決
し
よ
う

と
苦
し
ん
で
い
る
日
々
。
そ
ん
な
限

り
あ
る
狭
い
世
界
で
は
な
く
、
無

限
の
不
思
議
の
世
界
の
あ
な
た
の

親
が
こ
こ
に
お
る
ぞ
と
の
名
乗
り
が

お
念
仏
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
浄

土
真
宗
の
教
え
に
は
こ
ん
な
名
乗

り
の
親
様
が
あ
る
こ
と
、
日
々
の
生

活
は
す
で
に
深
い
感
動
を
生
む
呼

び
声
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
こ
と

が
、
信
徒
、
門
徒
の
喜
び
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

身
内
び
い
き
の
馬
鹿
ぶ
り
の
川
柳

「
ま
ん
ま
ん
ち
ゃ
ん
」と

仏
間
か
ら
聞
こ
え
る
孫
の
声
、

あ
わ
て
て
唱
え
る「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」

（文
責

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

大

江

了

証

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
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
。

七
月

五
日
（
日
）
午
後
一
時
か
ら
四
時

川
上
仏
婦
法
座

講
師

安
芸
太
田
町

正
覚
寺

清
胤

祐
子

師

八
月

六
日
（
火
）
午
前
八
時
か
ら
八
時
半

広
島
原
爆
忌

八
月

六
日
（
火
）
午
後
一
時
、
午
後
六
時
半

※
お
昼
の
お
参
り
は
物
故
者
追
弔
会
を
併
修
し
ま
す

盂
蘭
盆
会

う

ら

ぼ

ん

え

講
師

志
和
町
志
和
西

長
松
寺

笠
岡

潤
聖

師

八
月
十
五
日(

木)

午
前
十
一
時
半
か
ら
正
午

戦
没
者
追
悼
法
要

九
月

七
日
（
月
）
午
後
一
時
、
午
後
六
時
半

※
昼
席
の
後
、
合
同
墓
前
の
お
参
り
を
し
ま
す

秋
彼
岸
会

あ

き

ひ

が

ん

え

講
師

志
和
町
内

西
方
寺

安
國

真
雄

師

新型ウイルス感染拡大防止を踏まえた行事開催のための当寺の方針
3月以降、当寺でも行事を自粛しております。しかし今後当面は国と広島県の
対処方針、対応要請を踏まえて次のことを取り組み、安心してお寺の活動にご
参加いただけますよう対処いたします。
1.「３つの密」の徹底的な回避のため、時間や回数、席の配置具合などに配慮
を心がけること。
2.参加者には体調管理、マスク着用、手洗い・咳エチケット、人と人との距離
確保等の基本的な感染対策の実施を呼びかけること。また参加直前に検温を
行っていただき、37.5℃を超える場合は参加を自粛するようお願いすること。
3.感染症患者が発生した場合に備え、参加者の利用状況及び連絡先の把握・管
理をすること。
4.当面は大人数での会食、また県外への人の移動を伴うイベントを実施しない
こと。
5.国や県、市から新たな対象方針が示された場合、これらの対処内容を随時見
直すこと。

当寺では今後その都度必要と考えられることに取り組み、法座活動の再開に
ご理解を賜るための努力を惜しまず、安心してお寺の活動にご参加いただけま
すよう対処する所存であります。門信徒をはじめとするお同行皆さまのご理解
とご協力をお願いいたします。

護持会総会を開催

私
の
ヘ
ウ
レ
ー
カ

一
語
法
話



も
が
自
分
の
考
え
は
正
し
い
と
い

う
我
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

が

自
分
の
我
を
認
め
て
く
れ
る
人
に

は
好
意
を
抱
き
、
反
対
に
自
分
の

我
を
否
定
し
て
く
る
相
手
に
は
敵

意
を
抱
き
ま
す
。

し
か
し
そ
も
そ
も
仏
法
は
無
我

む

が

の
教
え
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
法
を
聞

け
ば
聞
く
ほ
ど
に
自
分
の
す
べ
て

を
見
抜
か
れ
て
し
ま
い
、
我
を
否

定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
、
心

を
閉
ざ
し
て
と
げ
と
げ
し
い
心
に

変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
石

の
よ
う
に
固
く
な
っ
た
疑
い
の
心
、

礙
り
で
す
。
つ
ま
り
我
を
抱
え
た

さ
わ人

間
で
あ
る
限
り
、
仏
教
を
求
め

て
い
く
と
ど
う
し
て
も
心
に
礙
り

が
起
き
て
、
こ
れ
以
上
ど
う
す
る

こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。

無
礙
光
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が
私

た
ち
の
心
に
で
き
た
礙
り
と
い
う

シ
コ
リ
を
も
み
ほ
ぐ
し
、
ま
た
や
わ

ら
か
く
穏
や
か
な
心
に
し
て
下
さ

れ
る
、
そ
ん
な
働
き
の
こ
と
を
い
う

の
で
す
。

ご
和
讃
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

わ

さ

ん

「
光
雲
無
礙
如
虚
空

こ
う

う

ん
む
げ
に
ょ
こ
く
う

一
切
の
有
礙
に
さ
わ
り
な
し

う

げ

光
澤
か
ふ
ら
ぬ
も
の
ぞ
な
き

こ
う
た
く

難
思
議
を
帰
命
せ
よ
」

な

ん

じ

ぎ

き
み
ょ
う

光
雲
無
礙
如
虚
空
と
い
う
の
は
、

太
陽
の
光
は
た
と
え
途
中
に
雲
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
る
で
そ
こ
に

何
も
無
か
っ
た
よ
う
に
雲
を
突
き

抜
け
、
そ
の
先
を
明
る
く
照
ら
し

ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
お
力
も
ま
た
、

ど
ん
な
に
私
が
礙
り
を
起
こ
し
て

自
分
の
心
を
隠
し
て
し
ま
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
礙
り
を
貫
き
自
分

の
心
を
明
ら
か
に
し
て
下
さ
れ
る
。

だ
か
ら
、「
一
切
の
有
礙
に
さ
わ
り

な
し
」ど
ん
な
に
強
い
礙
り
が
起
き

た
と
し
て
も
問
題
で
は
な
い
。「
光

澤
か
ふ
ら
ぬ
も
の
ぞ
な
き
」こ
の
光

澤
の
澤
と
は
、
潤
澤
と
い
う
事
で
、

じ
ゅ
ん
た
く

う
る
お
い
の
あ
る
滑
ら
か
な
様
子

を
言
い
ま
す
。

つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
無
礙
光
は
、

礙
り
に
よ
っ
て
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
き
、

疑
い
や
悩
み
に
よ
っ
て
カ
チ
カ
チ
に

固
ま
っ
た
私
の
心
に
う
る
お
い
を

与
え
、
な
め
ら
か
な
優
し
い
心
へと

変
え
て
下
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
と
て
も
不
思
議
な

事
で
あ
り
、
怒
り
や
疑
い
に
満
ち

た
心
が
や
わ
ら
か
く
穏
や
か
な
心

に
変
え
ら
れ
る
と
い
う
、
体
験
し

た
本
人
で
も
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う

な
事
だ
か
ら
、
最
後
に『
難
思
議

を
帰
命
せ
よ
』と
言
わ
れ
て
い
る
の

で
す
。

（次
号
へ続
く
）

編
集
後
記

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
行
事
が

中
止
せ
ざ
る
を
得
ず
、
寂
し
く
感

じ
て
お
り
ま
し
た
が
、
時
間
を
短

縮
す
る
な
ど
に
よ
り
、
少
し
ず
つ

で
す
が
よ
う
や
く
ご
縁
を
結
ぶ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

何
も
心
配
な
く
お
会
い
す
る
こ
と

が
で
き
た
時
の
こ
と
が
ひ
ど
く
昔

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

今
後
ま
す
ま
す
新
し
い
生
活
の

仕
方
、
こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
方
法
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ご
縁
を
よ
ろ
こ
ば
ず
に
は

お
れ
な
い
お
互
い
で
あ
り
ま
す
か

ら
。ど

う
ぞ
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。
元

気
で
お
会
い
で
き
ま
す
こ
と
を
楽

し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

（編
集
委
員
会
）
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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～ 報専坊 松島純以
8月 11日～ 天龍寺 天野英昭
8月 21日～ 西方寺 安國晴子
9月 1日～ 八本松篠 岡本法治
9月 11日～ 照栄寺 井口英隆
9月 21日～ 長松寺 笠岡純一

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 11日 (土)午後2時より ／ 24日 (金)午後2時より
8月 29日 (土)午後2時より ／ 28日 (金)午後2時より
9月 12日 (土)午後2時より ／ 25日 (金)午後2時より

申し込みは 金曜日の部代表_西本さん(428-2466)、
土曜日の部代表_廣川さん(428-5935)または妙徳寺へご連絡下さい。

「妙徳寺仏教壮年会例会」開催予定日
7月 11日(土) 午後7時から定例会
8月 8日(土) 午後7時より定例会
9月 12日(土) 午後7時より定例会

毎月第2土曜日午後7時開催を原則としています。

「おみのりサロン」開催予定日
7月 13日 (月) 午後2時より1時間半（『大乗』講読会と座談会など）
8月 19日 (水) 午後2時より1時間半（『大乗』講読会と座談会など）
9月 23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）
実施日について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
に
郷
土
の
歴
史

に
つ
い
て
の
コ
ラ
ム
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。

あ
ら
た
め
て
郷
土
の
歴
史
を
知

り
、
先
人
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
読

ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

其
の
三
（
古
代
山
陽
道
）

　
　

　
　

国
造
り
を
模
索
し
て
い
た
時
代
で

も
さ
く

は
先
ず
地
方
行
政
組
織
を
確
立

ま
さ
せ
、
民
衆
の
掌
握
・
労
働
力
確

　

保
が
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。
三
十

　

人
程
度
の
小
集
団
を
括
り「
郷
戸
」

　

く
く

と
し
、
千
五
百
人
程
度
を
ま
と
め

「
郷
」
、
複
数
の
郷
を
統
括
し「

ご
う

郡
」、
郡
の
行
政
官
に「
郡
司
」を
置

ぐ
ん

ぐ
ん
じ

き
、
複
数
の「
郡
」
を
取
り
纏
め「

ま
と

国
」と
し
国
司
を
置
き
ま
し
た
。

こ
く
し

次
に
東
山
道
・
北
陸
道
・
東
海

　

道
・
南
海
道
・
山
陰
道
・
山
陽
道
・

　

西
海
道
の「
七
道
」を
広
域
行
政
単

　

位
と
し
設
け
ま
し
た
。

　

更
に
大
陸
の
知
識
を
学
び
取
る

　

必
然
性
か
ら
外
交
に
力
を
注
ぎ
ま

　

し
た
。「
山
陽
道
」
は
大
陸
・
朝
鮮

　

半
島
に
最
も
近
い
の
で
す
。
賀
茂

　

郡
に
は
賀
茂
・志
芳
（志
和
）・造
果

　

（造
賀
）
・高
屋
・入
濃
（入
野
）・
訓

養
・香
津
・木
綿
（西
条
盆
地
）・
大

ゆ

う

弓
（大
山
）が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

こ
で
行
政
単
位
を
結
ぶ
交
通
イ
ン

フ
ラ
が
当
然
必
要
と
な
っ
て
き
ま

す
。
三
十
里
（
十
六
㎞
）ご
と
に
駅

家
を
設
け
、
伝
馬
廿

疋
を
常
に

に
じ
ゅ
っ
ぴ
き

置
き
ま
し
た
。
梨
葉
・都
宇
・鹿
附
・

な
し
は

つ

う

か
む
つ
き

木
綿
・大
山
・荒
山
と
い
う
駅
家
が

ゆ

う

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
大
山
は
大
山

峠
を
指
し
ま
す
が
、
そ
の
他
の
地
名

は
確
定
出
来
て
い
ま
せ
ん
。
飯
田
は

峠
に
隣
接
す
る
の
で
、
間
違
い
な
く

通
過
し
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
東
隣
に

安
芸
国
分
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
お

寺
の
南
側
を
通
っ
て
い
た
と
想
定
し

埋
設
物
調
査
が
さ
れ
ま
し
た
が
、

比
類
す
る
石
畳
・
瓦
類
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
寺
家
村
で
は「
寺
家

の
上
道
」
に
夕
作
と
い
う
祠
が
あ

う
わ
み
ち

ゆ
う
づ
く
り

ほ
こ
ら

る
の
で
、
木
綿
を
ユ
ウ
ズ
ク
リ
と
読

ゆ

う

ま
せ
、
こ
の
道
が「
そ
う
だ
」と
頑
な

か
た
く

に
思
い
込
ん
で
い
る
人
が
大
勢
い
ま

す
。
合
理
的
根
拠
が
満
た
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
そ
っ
と
し
て
置
き
ま

し
ょ
う
。
そ
の
道
と
仮
定
し
た
場

合
、
深
堂
川
は
飯
田
村
と
米
満
村

境
で
岩
盤
が
露
出
し
激
流
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
道
は
頻
繁
に
流
失
に

晒
さ
れ
る
の
で
す
。
ま
た
駅
屋
の
間

さ
らは

三
十
里
で
す
か
ら
大
山
峠
か
ら

十
六
㎞
の
地
は
高
屋
辺
り
ま
で
遠

の
き
ま
す
。
古
代
人
は
殊
の
外
、
自

然
や
先
祖
（
三
ツ
城
古
墳
）
を
崇す

う

拝
畏
怖
し
事
を
進
め
ま
す
の
で
、
こ

は
い
い

ふ

の
ル
ー
ト
を
辿
る
に
は
疑
問
が

た
ど

払
拭
さ
れ
な
い
の
で
す
。

ふ
っ
し
ょ
く

随
・
唐
の
官
人
を
奈
良
・京
の
都

に
招
く
道
な
の
で
、
国
の
威
信
（背

伸
び
し
て
ま
で
）を
か
け
て
造
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
内
、
海
路
の
方
が
輸

送
・
人
の
移
動
も
便
利
と
分

か
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
六
六

三
年
、
朝
鮮
半
島
西
岸
の

白
村
江
の
戦
で
は
日
本
は
何

は
く
そ
ん
こ
う

万
の
軍
隊
を
派
遣
し
ま
し
た
が

全
滅
し
て
い
ま
す
。

そ
の
直
後
、
唐
が
大
挙
し
て

攻
め
て
来
る
と
怯
え
、
国
防
の

お
び

為
に「
大
官
道
」
を
設
け
た
と

だ
い
か
ん
ど
う

い
う
学
説
も
あ
り
ま
す
。
広
け

れ
ば
敵
の
進
軍
に
も
有
利
に

な
る
道
理
と
な
る
の
で
、
信
じ

難
い
も
の
で
す
。
唐
で
は
内
乱

が
勃
発
し
滅
び
た
の
で
、
日
本

侵
略
は
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

古
代
山
陽
道
は
時
代
の
大
き

な
う
ね
り
の
中
で
造
ら
れ
、
ま

た
消
え
、
忘
却
の
彼
方
で
す
。

八
本
松
在
住
の
広
島
大
学

名
誉
教
授
（古
代
史
）西
別
府

先
生
に
随
行
し
、
古
代
の
ロ
マ
ン

を
求
め
歩
き
続
け
て
い
ま
す
。

（次
号
へ続
く
）

『
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

　
　


