
十

一

月

二

十

五
日(

水)

、

報

恩

講

と

護

持

会

報

告

会

を

開

催

し

ま

し

た

。

今

年

は

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

拡

大

防

止

に

配

慮

し

て

、

飲

食

を

控

え

る

こ

と

と

し

お

斎

接

待

を

中

止

、

長

時

間

の

行

事

と

な

ら

な

い

よ

う

に

昼

席

一

座

の

み

の

ご

案

内

と

し

ま

し

た

。

ま

た

、

お

斎

代

わ

り

に

記

念

品

を

用

意

さ

せ

て

い

た

だ
き

ま

し
た

。

午

前

中

は

こ

ど

も

園

の

子

た

ち

が

本

堂

で

『

こ

ど

も

報

恩

講

』

を

お

勤

め

し

ま

し

た

。

前

日

に

有

志

の

皆

さ

ま

に

お

掃

除

と

お

飾

り

を

し

て

い

た

だ

い

て

い

た

お

寺

の

様

子

に

、

「

こ

れ

は

特

別

な

行

事

な

の

だ

」

と

い

う

こ

と

を

感

じ

て

く

れ

た

よ

う

で

す

。

普

段

と

は

少

し

違

う

様

子

で

『

ら

い

は

い

の

う

た

』

を

お

参

り

し

、

親

鸞

さ

ま

の

お

話

を

聞

い

て
く

れ

ま
し

た

。

午

後

一

時

か

ら

の

報

恩

講

の

お

参

り

に

は

、

た

く

さ

ん

の

皆

さ

ま

に

お

参

り

を

い

た

だ

き

ま

し

た

。

扉

近

く

の

方

の

ご

協

力

で

換

気

を

し

な

が

ら

の

ス

ト

ー

ブ

の

暖

房

の

中

、

正

信

偈

の

お

参

り

を

し

ま

し

た

。

マ

ス

ク

の

ま

ま

の

お

参

り

は

息

苦

し

く

感

じ

ら

れ

、

互

い

の

声

が

聞

き

取

り

に

く

く

も

ど

か

し

い

思

い

も

し

ま

す

。

し

か

し

、

こ

れ

の

お

か

げ

で

お

互

い

に

助

け

ら

れ

て

い

る

の

か

も

し

れ

な

い

と

思

う

と

、

ま

ず

は

愚

痴

よ

り

も

感

謝

が

先

に

立

つ

べ

き

な

の

で

し

ょ

う

ね

。

少

な

く

と

も

こ

れ

か

ら

は

愚

痴

は

控

え

る

こ

と

と

し

ま

し

ょ

う

。

午

後

三

時

過

ぎ

、

報

恩

講

が

終

わ

っ

て

か

ら

護

持

会

の

報

告

会

が

役

員

さ

ん

に

よ

り

行

わ

れ

、

次

の

三

点

を

中

心

に

説

明

が

あ

り

ま
し

た

。

①

今

年

度

は

ま

だ

途

中

な

の

で

詳

細

に

お

伝

え

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

お

お

む

ね

予

算

通

り

運
営

で

き
て

い

る
こ

と

②

決

算

内

容

は

五

月

予

定

の

永

代

経

法

座

終

了

後

の

総

会

で

報

告

す
る

こ

と

③

今

年

度

中

に

来

年

度

会

費

の

納

入
を

お

願
い

し

た
い

こ

と

帳

場

で

お

願

い

文

書

が

配

布

さ

れ

、

そ

の

場

で

会

費

を

納

入

し

て

い

た

だ

く

方

も

お

ら

れ

ま

し

た

。

翌

日

、

お

参

り

い

た

だ

け

な

か

っ

た

皆

さ

ま

へ

お

願

い

文

書

を
郵

送

い
た

し

ま
し

た

。

引

き

続

き

ご

協

力

よ

ろ

し

く

お

願

い
い

た

し
ま

す

。

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
。

つ
ぶ
ら
な
瞳
に
教
え
ら
れ

み

ょ

う

と

く

こ

ど

も

園

の

行

事

に
参

加

し
て

見

て
い

る

と
、

全

員

が

「

ら
い

は
い

の

う
た

」

の
長

い

お
経
を

読
み
上
げ

て
お
り
ま

し
た

。

理
解

し

て
い

る

か
ど

う

か
は

別

に

し
て

子

ど
も

の

心
に

チ

ャ
ン

と

届

い
て

い

る
こ

と

に
感

動

し
、

指

導

を
し

て

い
る

先

生
方

に

敬
意

を

覚

え
ま

す

。
こ

ど

も
た

ち

の
明

る

さ

と
屈

託

の
な

い

笑
顔

に

、
い

つ

も

見
守

ら

れ
て

い

る
安

心

を
感

じ

て

お
れ

ば

こ
そ

な

の
だ

な

ぁ
と

も

感

じ
ま

す

。

阿

弥

陀

さ

ま

の

お

は

た

ら

き

は

「

一

子

地

の

ご

と

し

」

と

た

と

え

い

っ

し

じ

ら
れ

て

い
ま

す

。
悩

め

る
人

を

一

人
も

放

っ
て

お

か
な

い

、
そ

の

人

ご
と

に

適
し

た

対
応

を

厭
わ

な

い

、

そ
ん

な

理
想

的

な
は

た

ら
き

を

準

備
し

て

く
だ

さ

っ
て

い

ま
す

。

そ

の
こ

と

を
親

鸞

聖
人

は

「

親
鸞

一

人
が

た

め
」

と

い
た

だ

か
れ

、

こ

と
あ

る

ご
と

に

私
を

一

人
子

の

よ

ひ

と

り

ご

う
に

大

切
に

し

て
く

だ

さ
る

阿

弥

陀
さ

ま

の
は

た

ら
き

を

味
わ

っ

て

お
ら

れ

ま
す

。

そ
れ

は

母
親

の

姿

や
言

葉

を
思

い

出
す

た

び
に

阿

弥

陀
さ

ま

の
お

心

が
「

そ

う

で
あ

っ

た
の

か

」
と

も

感
じ

ら

れ
る

と

い

う
こ

と

で
も

あ

り
ま

す

。
自

分

が

成
長

し

て
き

た

な
か

で

ど
れ

ほ

ど

親
や

友

人
を

心

配
さ

せ

て
き

た

か

、

ど
れ

ほ

ど
多

く

の
お

方

を
悲

し

ま

せ
て

き

た
か

。

そ
ん

な

私
に

寄

り

添
っ

て

拝
ん

で

く
だ

さ

っ
て

い

る

阿
弥

陀

さ
ま

。

阿

弥

陀

さ

ま

の

前

に

座

る

と

自

然
と

口

か
ら

お

念
仏

が

出
て

、

ど

れ
ほ

ど

私
の

支

え
に

な

っ
て

い

る

か
と

感

じ
て

い

ま
す

。

こ
ど

も

園

の
子

た

ち
の

よ

う
に

、

阿
弥

陀

さ

ま
の

前

に
座

り

お
念

仏

を
唱

え

る

こ
と

を

親
し

み

つ
つ

、

お
育

て

い

た
だ

い

て
い

る

よ
ろ

こ

び
と

感

謝

の
生

活

を
重

ね

て
い

き

た
い

と

思

い
ま

す
。

（

文

土

屋
隆

生

）

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

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
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
。

大
晦
日

午
後
十
一
時
半
か
ら

除
夜
会
（
じ
ょ
や
え
）

元
旦

午
前
十
時
よ
り
一
時
間
半

修
正
会
（
し
ゅ
う
し
ょ
う
え
）

一
月

八
日
（
金
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

（
予
定
を
変
更
し
、
夜
席
を
中
止
と
し
ま
す
。
）

御
正
忌
法
要
（
お
た
ん
や
）

講
師

八
本
松
町
篠

本
派
布
教
使

岡
本

法
治

師

三
月

十
二
日
（
金
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

（
予
定
を
変
更
し
、
夜
席
を
中
止
と
し
ま
す
。
）

春
彼
岸
会
（
は
る
ひ
が
ん
え

）

講
師

呉
市

川
尻

真
光
寺

寺
西

龍
象

師

寺院活動のための
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。これ
らは感染症拡大防止のための措置ではありま
すが、一方で仏縁が遠のいてしまうことが危
惧されます。
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

これらの内容をご留意いただき、ご理解ご
協力の上ご安心して参拝いただきますよう慎
んでお知らせいたします。今後も状況次第で
協議し、新しい方針をお示しいたします。

報恩講、護持会報告会

私
の
ヘ
ウ
レ
ー
カ

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

い
ろ
い
ろ
と
心
配
な
こ
と
が
多
く
、
お
互
い
気
を

使
い
自
由
に
お
会
い
で
き
な
い
の
が
残
念
で
す
。

皆
さ
ま
の
ご
健
勝
を
念
じ
て
お
り
ま
す
。

こ
ど
も
た
ち
は
ど
う
し
て
も
密
集
し
て

し
ま
う
の
で
、
寒
い
け
れ
ど
換
気
を
し
っ

か
り
し
て
対
応
し
ま
し
た
。



『

正

信

偈

の

十

二

光

』

⑤

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

し
ん
ら
ん

の

働

き

を

『

正

信

偈

』

で

十

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

わ

さ

ん

味

わ

う

、

今

回

は

そ

の

五

回

目

で

す

。

⑤

光

炎
王

光

こ
う
え
ん
の
う
こ
う

阿

弥

陀

仏

の

光

明

は

自

分

の

愚

痴

の

闇

を

照

ら

し

、

智

慧

を

与

え

て

本

当

の

自

分

を

明

ら

か

に

し

て

下

さ

る

、

こ

れ

が

『

光

』

で

す

。

そ

し

て

、

私

た

ち

の

心

を

真

っ

黒

に

染

め

る

煩

悩

の

炭

を

燃

や

し

心

を

浄

化

し

て

く

れ

る

の

で

、

こ

れ
を

『

炎
』

と

言
い

ま

す
。

で

す

か

ら

、

阿

弥

陀

仏

の

光

明

は

、

自

分

を

暗

い

闇

に

閉

ざ

さ

し

て

い

る

た

め

に

、

何

が

正

し

い

か

、

何

が

間

違

っ

て

い

る

か

分

か

ら

ず

迷

い

続

け

て

い

る

私

た

ち

に

光

を

与

え

、

自

分

の

本

当

の

姿

を

明

ら

か

に

し

て

下

さ

る

。

ま

た

、

ど

れ

ほ

ど

仏

の

教

え

を

聞

い

て

も

は

ね

つ

け

て

、

自

分

は

間

違

っ

て

い

な

い

と

我

を

貫

こ

う

と

し

て

し

ま

う

。

そ

ん

な

私

の

穢

れ

て

凝

り

固

ま

っ

た

心

を

燃

や

し

て

浄

化

し

、

浄

ら

か

な

心

に

し

て

く

れ

る

。

そ

う

い

う

大

い

な

る

働

き

が

あ

る

の

で

『

光

炎

王

光

』

と

言

わ

れ

る

の
で

す

。

ご
和

讃
を

読
ん

で
み

ま
し

ょ
う

。

わ

さ

ん

仏

光

照
曜

最

第
一

ぶ
っ
こ
う
せ
う
え
う
さ
い
だ
い
い
ち

光

炎

王

仏
と

な

づ
け

た

り

こ
う
え
ん
の
う
ぶ
つ

三
塗

の

黒

闇
ひ

ら

く
な

り

さ

ん

ず

こ
く
あ
ん

大
応

供

を
帰

命

せ

よ

だ

い
お
う
ぐ

き
み
ょ
う

阿

弥

陀

仏

の

光

明

は

ど

ん

な

仏

様

の

光

明

よ

り

も

明

る

く

輝

く

力

が

強

い

の

で

、

阿

弥

陀

仏

の

こ

と

を

光

炎

王

仏

と

言

わ

れ

る

の

で

す

。

こ

の

光

炎

王

光

の

働

き

に

よ

っ

て

、

智

慧

の

目

が

無

い

た

め

に

自

分

の

す

が

た

が

分

か

ら

ず

、

地

獄

や

餓

鬼

、

畜

生

の

境

界

に

堕

ち

て

苦

し

ん

で

い

る

人

た

ち

に

智

慧

の

光

を

与

え

、

そ

れ

に

よ

っ

て

、

真

っ

黒

な

煩

悩

を

燃

や

し

浄

化

さ

せ

て

下

さ

れ

る

。

供

養

さ

れ

る

事

に

相

応

し

い

お

徳

を

持

た

れ

た

阿

弥

陀

仏

に

対

し

、

心

か

ら

頭

を

下

げ

ず

に
は

お

れ
ま

せ

ん
。

（

次

号
へ

続

く
）

編

集
後

記

十

二

月

十

二

日
に

編

集

会

議

を

し

ま
し

た

。

飲

食

で

の

忘

年
会

は

自

制

し

、

思

い

の

ま

ま

に

皆

さ

ま

と

会

え

る

よ

う

で

あ

っ

て

ほ

し

い

と

新

た

な

年

に

望

み

を

深

く

、

望

年

ぼ
う
ね
ん

の

集
い

と

し
ま

し

た
。

お

参

り

で

皆

さ
ま

に

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
）

第 1 2 3 号 寺 報 み ょ う と く 令 和 3 年 1 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）

1月 1日～ 浄蓮寺 沼田典生
1月 11日～ 光源寺 堀 雅美
1月 21日～ 善正寺 武田昭峰
2月 1日～ 報専坊 松島純以
2月 11日～ 天龍寺 天野英昭
2月 21日～ 寿福寺 田中 真
3月 1日～ 八本松篠 岡本法治
3月 11日～ 照栄寺 井口英隆
3月 21日～ 報専坊 松島典子

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
1月 22日 (金)午後2時より
2月 26日 (金)午後2時より
3月 26日 (金)午後2時より

「妙徳寺仏教壮年会例会」開催予定日
1月 9日 (土) 午後7時から定例会
2月 13日 (土) 午後7時より定例会
3月 13日 (土) 午後7時より定例会（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」
1月 9日 (土)午後2時より
2月 13日 (土)午後2時より
3月 13日 (土)午後2時より

「おみのりサロン」開催予定日
3月 10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
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
五

『
広
島
』

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
八
月
八

げ
ん
な

日
（
旧
暦
）
は
浅
野
長

晟
が
次

な
が
あ
き
ら

男
光

晟
を
伴
い
紀
州
か
ら
広
島

み
つ
あ
き
ら

へ
転
封
し
ま
し
た
。
昨
年
は
四
百

年
の
記
念
年
で
し
た
。
「
広
島
」

と
い
う
謂
れ
を
尋
ね
る
と
『
広
い

い
わ

島
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
』
と
答

え
る
人
が
多
い
の
に
驚
き
ま
す
。

江
戸
時
代
の
古
文
書
「
廣
嶋
獨
案

内
」
を
紹
介
し
ま
す
。

【
解
読
文
】

『

徒

然

一

人

灯

火

を

か

か

げ

、

つ
れ
づ
れ

と
も
し
び

見
ぬ

古

へ

を

友

に
し

て

、

反

古

の

い
に
し

は

ん

こ

端

書
な

ど

取

集
め

て

、
心

に

移

り

は
し
が
き

行
く

ま

ま

そ

こ

は
か

な

く

書

き

綴つ
づ

る
に

、

あ

や
し

や

道

端

求

る

便

り

き
わ
む

と

も

な

ら

ん

も

の

に

こ

そ

覚

ゆ

れ

、

い

て

や

、

弥

生

の

素

衛

川

（
頃
は
）

す

え

つ

方

、
花

も

漸

く

散

り
香

り

伝

わ

る

よ
う
や

折

ふ
し

、

隔

て

ぬ

友
の

一

人

二

人

へ
だ

尋

ね

来

し

ま

ゝ

、

互

い

に

物

語

し

、

春

の

名

残

り

も

惜

し

ま

れ

て
、

古

し

か
た

品

々

言

葉
の

花

も

い
に

こ
と
に
は

咲

き
や

ゝ

咄

し

侍

り
け

る

に

、

一

は
な

は
べ

人
の

申

し
候

・

・
・

』

と
徒
然
草
の
絶
妙
な
文
体
で
書
き

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
広
島
城
内
に

棲
む
豪
商
の
書
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
江
戸
時
代
の
商
人
に
て
も

文
学
・
文
芸
薫
る
教
養
が
滲
み
出

る
文
書
で
す
。

【
書
き
下
し
文
】

『

毛

利

氏

は

中

国

十

余

州

を

治

め

武
威

盛

ん

で

し

が
、

吉

田

郡

山

の

山
家

に

て

は

海

辺
か

ら

遠

く

交

通

の
便

が

悪

い

の

で
、

天

正

十

七

年

己
丑

年

（

一

五

八
九

）

、

毛

利

輝

元
公

は

吉

田

よ

り
お

出

に

な

っ

て

、
安

南

郡

・

北

の
庄

村

の

福

嶌

大

和
守

の

館

に

お

泊
り

に

な

り

、

明

星
院

山

・

新

山

・
己

斐

の

松

原

の

三
ヶ

所

に

登

り

、
城

を

築

く

場

所

を
見

立

て

ら

れ

た
。

当

地

に

は

「

五
ヶ

村

」

と

呼

ば
れ

る

島

々

が

あ

り

ま
し

た

が

、

名

に

は
相

応

し

く

な

く

、

毛

利

家

先

祖

の

大

江

廣

元

の

「
廣

」

と
福

嶌

の

「
嶋

」

ひ
ろ
も
と

と

を

お
取

合

せ

に

な

り

「
廣

嶋

」

と

御

名

付

け

な

さ

る

候

由

、

其

時

、

福

嶋

（

元

は

武

田

氏

の

家

臣

）

は
武

田

氏

か

ら

拝

領
し

た

阿

部

藤

四
郎

の

脇

差

を

輝

元
公

に

謹

呈

し

た
。

一

方

の

輝

元

公
は

宇

田

国

宗

の
御

脇

差

を

福

嶋

に
下

し

置

か

れ
た

。

天
正

十

八

年
正

月

よ
り

惣

構

の

そ
う
か
ま
え

土

手

普
請

が

始

ま

り

、

二
宮

太

郎

ふ

し

ん

左

衛

門
奉

行

（

元

就

妾

子
）

に

て

町

割
が

出

来

、
同

十

九
年

惣

堀

が

そ
う
ほ
り

出

来

上
が

っ

た

。

城

・

石
垣

は

出

来

た
が

、

櫓
は

工

事
中

で

し
た

。

や
ぐ
ら

関

ケ

原

の

戦

（

一

六

〇

〇

年

）

に

よ

り

、

は

か

ら

ず

も

西

軍

の

将

・

輝
元

公

は

、

防

長

二
ヶ

国

へ

減

封

さ
れ

た

。

そ

の

後

、
福

嶋

正

則

（

前
述

の

福

嶌

大

和

守
と

は

別

人

）

が
徳

川

軍

忠

に

よ

っ
て

芸

備

両

国

を

拝

領

し

惣

櫓

を

建

て

て

そ
う
や
ぐ
ら

完

成

し
た

。

正

則

も

如

何
な

る

故

か

、

わ
か

ら

な

い

が

、

程
な

く

し

て

流
罪

に

仰
ら

れ

た
。

』

お
う
せ

城
を
築
く
前
は
白
島
辺
り
ま
で
瀬

戸
内
海
の
海
が
迫
っ
て
い
ま
し

た
。この

続
き
を
読
み
た
い
方
は
、
我

茅
屋
ま
た
は
、
広
島
市
立
中
央
図

書
館
・
東
広
島
市
中
央
図
書
館
へ

拙
書
を
置
い
て
い
ま
す
の
で
お
読

み
下
さ
い
。
東
京
在
住
の
第
十
八

代
当
主
浅
野
長
孝
公
に
も
謹
呈
し

て
お
り
ま
す
。

【
解
読
文
と
は
】

古
文
書
を
其
儘
、
現
代
用
語

そ
の
ま
ま

（
漢
字
・
平
仮
名
・
カ
ナ
）
に
変

換
し
た
文
章
の
こ
と
で
す
。
朝

廷
、
将
軍
な
ど
に
触
れ
る
場
合

は
、
「
闕
字
」
と
い
う
一
文
字
空

け
つ

け
た
り
、
改
行
し
た
り
し
て
非
礼

無
き
よ
う
書
い
て
い
ま
す
。
書
き

始
め
は
「
態

申
遣
」
、
書
き
止

わ
ざ
わ
ざ
も
う
し
つ
か
わ
す

め
に
は
「
恐

々
謹
言
」
、

き
ょ
う
き
ょ
う
き
ん
げ
ん

「
恐

惶
謹
言
」
、
「
如

件
」

き
ょ
う
こ
う

く
だ
ん
の
ご
と
し

な
ど
で
締
め
括
ら
れ
、
格
調
高
き

文
様
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
中
世
と
近
世
で
は
表
現
や
文

字
が
異
な
り
、
ま
た
違
っ
た
趣
が

味
わ
え
ま
す
。

【
書
下
し
文
と
は
】

解
読
文
を
平
易
な
現
代
用
語
に
変

換
し
た
文
章
の
こ
と
で
す
。

妙
徳
寺
報
「
藝
州
賀
茂
郡
獨
歩

行
」
は
、
古
文
書
を
解
読
し
た
上

で
、
歴
史
を
繙
き
典
拠
に
基
づ
い

ひ
も
と

て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
現
代
で
は

馴
染
み
の
薄
い
漢
字
を
敢
え
て
使

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場

合
は
ル
ビ
を
打
っ
て
読
み
易
く
な

る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

古
文
書
の
中
に
は
「
偽
文
書
」
と

ぎ
も
ん
し
ょ

呼
ば
れ
る
も
の
が
残
念
な
が
ら
散

見
さ
れ
て
い
ま
す
。
内
容
は
史
実

に
反
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
書

か
れ
た
背
景
を
読
み
解
く
こ
と

で
、
更
に
異
な
る
事
実
に
導
か
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
古
文
書
の

「
嘘
」
を
見
抜
き
、
何
故
必
要

だ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
で
、
教
科

書
で
は
学
べ
な
い
歴
史
の
面
白
さ

に
皆
様
を
誘
へ
る
よ
う
努
め
て
い

い
ざ
な

ま
す
。
「
嘘
」
に
目
く
じ
ら
を
立

て
る
こ
と
な
く
複
眼
的
歴
史
の
醍

醐
味
を
堪
能
下
さ
い
。

（
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

　
　

一
語
法
話

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。


