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六
月
か
ら
す
で
に
猛
暑
日
が
続

き
、
六
月
中
旬
に
は
長
岡
が
全
国

一
の
三
十
五
度
を
超
え
る
気
温
を

記
録
し
ま
し
た
。
今
年
も
昨
年
の

よ
う
な
酷
暑
が
続
く
と
思
う
と
気

が
滅
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
季
節
、
本
堂
の
暑
さ
は
ど

う
に
も
な
り
ま
せ
ん
が
、
せ
め
て

法
要
の
控
室
だ
け
で
も
快
適
に

と
、
エ
ア
コ
ン
と
冷
た
い
麦
茶
で

暑
さ
を
凌
い
で
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
、
少
し
前
か
ら
法
要
の
控

室
に
何
冊
か
の
本
を
置
い
て
お
り

ま
す
。
お
待
ち
の
間
読
ん
で
い
た

だ
く
目
的
で
、
仏
教
の
本
や
お
子

さ
ん
用
の
絵
本
な
ど
で
す
。
先
日

そ
の
控
室
で
小
さ
な
お
子
さ
ん
が

あ
る
絵
本
を
お
母
さ
ん
と
一
緒
に

読
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後

お
母
さ
ん
が
私
に
良
い
絵
本
で
す

ね
と
仰
い
ま
し
た
。
そ
の
絵
本
の

タ
イ
ト
ル
は
『
お
お
き
な
木
』
で

す
。
著
者
は
シ
ェ
ル
・
シ
ル
ヴ
ァ

ス
タ
イ
ン
で
一
九
六
四
年
に
ア
メ

リ
カ
で
出
版
さ
れ
、
何
十
年
と
親

し
ま
れ
て
い
る
お
話
で
す
。

　

お
寺
に
あ
る
の
は
村
上
春
樹
さ

ん
の
訳
し
た
「
あ
す
な
ろ
書
房
」

か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
る
絵
本
で

す
。
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
簡
単
に
内
容
を
書
か
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
～
あ
る
所
に

大
き
な
リ
ン
ゴ
の
木
が
一
本
あ

り
、
少
年
が
子
供
の
こ
ろ
か
ら
そ

の
木
の
と
こ
ろ
で
葉
っ
ぱ
を
集
め

王
冠
を
作
っ
た
り
、
木
に
登
っ
た

り
、
枝
に
ぶ
ら
下
が
っ
た
り
遊
ん

で
い
ま
し
た
。
少
年
は
そ
の
木
が

大
好
き
で
、
木
も
少
年
が
遊
ん
で

く
れ
る
こ
と
が
嬉
し
く
て
た
ま
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
少
年
が
成
長
し

て
い
く
に
つ
れ
木
で
遊
ぶ
こ
と
が

少
な
く
な
り
木
は
さ
み
し
く
な
っ

て
き
ま
す
。
成
長
し
た
少
年
は
た

ま
に
木
の
と
こ
ろ
に
訪
れ
ま
す
。

木
は
そ
の
た
び
に
喜
び
ま
す
が
、

成
長
し
た
少
年
に
は
そ
の
時
そ
の

時
の
悩
み
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
時
訪
れ
た
少
年
は
楽
し
む

た
め
の
お
金
が
欲
し
い
と
木
に
頼

み
ま
す
。
木
は
自
分
の
リ
ン
ゴ
の

実
を
売
れ
ば
い
い
と
全
て
捧
げ
ま

す
。

　

次
に
少
年
は
家
が
欲
し
い
と
頼

み
ま
す
。
木
は
自
分
の
枝
を
全
て

捧
げ
ま
す
。
次
に
訪
れ
た
少
年
は

船
が
欲
し
い
と
頼
み
ま
す
。
木
は

自
分
の
幹
を
捧
げ
ま
す
。
何
も
無

く
な
っ
た
木
の
と
こ
ろ
に
訪
れ
た

年
老
い
た
少
年
は
腰
を
下
ろ
し
て

休
め
る
静
か
な
場
所
が
欲
し
い
と

頼
み
、
木
の
幹
に
座
っ
て
休
み
ま

し
た
。
そ
れ
で
木
は
し
あ
わ
せ
で

し
た
～
こ
の
よ
う
な
内
容
で
す
。

　

実
際
に
絵
本
で
読
ん
で
い
た
だ

く
と
よ
り
素
晴
ら
し
い
内
容
で

す
。

　

自
ら
の
身
を
捧
げ
て
施
す
、
仏

教
で
は
こ
れ
を
捨し

ゃ

身し
ん

と
い
い
、
身

を
捨
て
て
他
に
供
養
す
る
布
施
行

の
一
つ
と
説
か
れ
ま
す
。
仏
教
の

逸
話
で
飢
え
た
虎
の
親
子
に
自
ら

の
身
体
を
捧
げ
る
「
餓が

虎こ

投と
う

身し
ん

」

と
い
う
お
話
も
有
名
で
す
。

　

当
然
、
布
施
と
し
て
自
ら
の
命

を
捧
げ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
く
ら
い
の
気
持
ち
を
も
っ
て

と
い
う
例
え
で
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
近
年
は
自
ら
捧
げ
る
ど

こ
ろ
か
他
人
の
物
を
奪
う
こ
と
に

知
恵
を
使
う
事
件
が
多
発
し
て
い

ま
す
。
本
来
知
恵
と
は
物
事
の
道

理
を
判
断
し
、
正
し
く
処
理
し
て

い
く
能
力
の
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
仏
教
で
は
智
慧
と
い
う

言
葉
を
使
い
ま
す
。
こ
れ
は
物
事

の
真
理
を
見
極
め
る
認
識
力
と
い

う
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。
物
事

の
道
理
を
判
断
す
る
知
恵
と
仏
の

智
慧
を
つ
か
い
、
奪
う
よ
り
与
え

る
こ
と
の
で
き
る
布
施
行
を
心
が

け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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⑶�

栖
吉
城
主
、
長
尾
房
景
と
長
翁

存
宗
禅
師

　

存
宗
禅
師
は
当
時
、
曹
洞
宗
の

普
及
活
動
に
お
い
て
、
指
導
的
役

割
を
果
た
し
て
い
た
名
僧
で
あ
っ

た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
知
名
度
は
高

く
、
世
情
に
も
長
け
て
い
た
、
い

わ
ば
国
際
人
で
あ
っ
た
。
当
然
、

地
方
領
主
の
栖
吉
城
主
（
蔵
王
堂

城
主
も
兼
て
か
？
）、
長
尾
房
景

に
と
っ
て
同
禅
師
は
教
養
豊
か
な

知
識
人
と
し
て
得
難
き
存
在
で

あ
っ
た
に
違
い
な
か
っ
た
。
房
景

は
さ
っ
そ
く
存
宗
禅
師
を
よ
き
指

導
者
と
し
て
仰
ぎ
、
な
に
か
と
相

談
し
た
に
違
い
な
い
。
や
が
て
二

人
は
入
魂
の
仲
と
な
っ
た
も
の
と

推
測
す
る
。
し
か
も
、
普
済
寺
が

栖
吉
城
の
麓
に
鎮
座
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
両
者
は
呼
べ
ば
聞
こ
え

る
と
い
う
、
地
理
的
に
も
応
呼
の

関
係
に
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
表

裏
一
体
の
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
こ
に
、
中
越
地
方
の
盟
主
、

栖
吉
城
主
・
蔵
王
堂
城
主
、
長
尾

房
景
と
普
済
寺
住
職
、
長
翁
存
宗

禅
師
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
生
ま

れ
、
中
越
地
方
に
お
け
る
新
し
い

気
運
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
再
出
発
を
促
し
た
の
は
ほ

か
で
も
な
い
、
国
主
、
長
尾
晴
景

の
弟
、
そ
れ
ま
で
林
泉
寺
に
お
い

て
修
行
し
て
い
た
長
尾
景
虎
の
栃

尾
城
登
場
で
あ
っ
た
。

⑷
長
翁
存
宗
に
三
貫
梨
城
の
城

主
、
金
原
大
膳
が
帰
依

　

三
貫
梨
と
は
悠
久
山
の
東
南
に

あ
り
、
通
称
「
御
山
町
」
と
い
わ

れ
て
い
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
か

つ
て
こ
の
三
貫
梨
に
城
が
あ
り
、

そ
の
城
主
は
金
原
大
膳
で
あ
っ
た

と
い
う
。
彼
は
存
宗
和
尚
に
帰
依

し
、
そ
の
弟
子
と
な
っ
た
。
そ
し

て
普
済
寺
に
入
り
長
翁
秀
大
と
号

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
伝
承
で

は
、
こ
の
時
、
普
済
寺
は
「
三
貫

梨
（
御
山
町
）」
か
ら
出
来
坊
（
栖

吉
城
麓
）
に
移
転
し
、
普
済
寺
を

曹
洞
宗
に
改
宗
し
た
と
い
う
。
移

転
の
説
は
文
献
に
は
存
在
し
て
い

な
い
が
、
以
外
に
も
真
説
か
も
し

れ
な
い
。

　

な
お
、
三
貫
梨
に
は
「
乳
銀
杏

（
ち
ち
い
ち
ょ
う
）」
と
呼
ば
れ
る

銀
杏
の
大
木
が
あ
る
。
金
原
長
者

（
三
貫
梨
城
の
城
主
、
金
原
大
膳

か
）
の
娘
が
都
か
ら
携
え
て
き
た

銀
杏
の
杖
を
土
に
立
て
た
と
こ
ろ

根
が
は
え
て
大
き
く
な
っ
た
、
そ

れ
が「
乳
銀
杏（
ち
ち
い
ち
ょ
う
）」

で
あ
る
と
い
う
。

【３】
長
翁
存
宗
禅
師
、
安
禅
寺
の
法

灯
を
分
採
し
て
神
田
に
安
善
寺

を
建
立

⑴�

栃
尾
城
に
国
主
の
名
代
、
中
郡

の
郡
司
長
尾
景
虎
の
登
場

　

古
志
郡
の
軍
事
拠
点
、
栖
吉
城

と
麓
に
存
在
す
る
名
刹
、
普
済
寺

の
関
係
が
栖
吉
城
主
、
長
尾
房
景

と
長
翁
存
宗
和
尚
に
よ
っ
て
築
か

れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
新
た

な
関
係
を
促
す
思
い
が
け
な
い
気

運
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
長
翁

存
（
昌
）
宗
禅
師
が
普
済
寺
住
職

と
な
っ
た
６
年
後
、
天
文
12
年

（
１
５
４
３
）
の
こ
と
で
、
先
の
長

尾
景
虎
の
登
場
で
あ
る
。

　

こ
と
の
発
端
は
国
主
、
長
尾
晴

景
の
弟
、
ま
だ
13
歳
と
い
う
、
う

ら
若
き
長
尾
景
虎
が
古
志
郡
司
、

栖
吉
城
主
長
尾
房
景
の
養
子
に

入
っ
た
の
で
あ
る
。

　

景
虎
は
７
歳
の
時
に
林
泉
寺
に

修
行
に
出
さ
れ
て
い
た
が
、
風
雲

急
を
告
げ
る
情
勢
の
中
で
、
晴
景

は
弟
の
景
虎
を
栖
吉
長
尾
氏
に
養

子
に
出
し　

国
内
の
安
定
を
は

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

長
尾
晴
景
の
親
族
融
和
政
策
の

一
環
で
あ
る
。
養
子
と
な
っ
た
景

虎
に
は
さ
ら
に
国
主
の
名
代
、
中

郡
（
蒲
原
郡
、
刈
羽
郡
、
三
島
郡
、

そ
し
て
古
志
郡
の
４
郡
）
の
郡
司

と
い
う
、
中
越
地
方
を
束
ね
る
司

令
長
官
と
い
う
重
い
役
職
ま
で
つ

い
て
き
た
。

　

こ
れ
は
一
大
事
。
一
挙
に
多
様

な
問
題
が
起
こ
っ
た
。

　

最
大
の
問
題
は
、
い
か
に
し
て

こ
の
高
貴
な
プ
リ
ン
ス
を
護
衛

し
、
守
護
す
る
か
で
あ
っ
た
。
加

え
て
大
き
な
問
題
は
中
郡
を
管
轄

す
る
政
庁
を
ど
こ
に
お
く
か
。
国

主
の
弟
と
い
う
幼
き
プ
リ
ン
ス
を

誰
が
教
育
し
、
一
国
の
武
将
に
仕

立
て
あ
げ
る
か
で
あ
っ
た
。

　

結
果
、
攻
め
が
た
く
守
り
や
す

い
栖
吉
城
の
中
核
の
城
、
栃
尾
城

に
中
郡
の
郡
司
、
長
尾
景
虎
を
迎

え
、
そ
こ
を
中
郡
の
拠
点
と
し
、

政
庁
と
す
る
。
そ
の
指
導
者
に
栃

尾
城
主
の
本
庄
新
左
衛
門
尉
実
乃

が
選
抜
さ
れ
た
。
本
庄
実
乃
は
青

栖吉普済寺に伝わる長翁存宗禅師頂相

安
善
寺
の
歴
史

安
善
寺
の
歴
史

連
載 

第
三
回

昌
興
寺
住
職　

石
田　
哲
彌

（
新
潟
県
文
化
財
保
護
連
盟
理
事
）
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木
村
の
豪
族
出
身
。
頭
脳
明
晰
、

武
勇
文
芸
に
す
ぐ
れ
、
軍
師
と
し

て
も
秀
で
て
い
た
。
景
虎
の
指
導

者
と
し
て
は
ま
さ
に
打
っ
て
つ
け

の
新
進
気
鋭
の
武
将
で
あ
っ
た
。

以
降
、
彼
は
終
生
、
景
虎
の
傍
に

い
て
軍
師
や
外
交
官
と
し
て
活

躍
、
さ
ら
に
重
臣
を
指
導
。
卓
越

し
た
戦
略
に
よ
っ
て
景
虎
を
関
東

管
領
に
ま
で
の
し
あ
げ
、
天
下
統

一
に
あ
と
一
歩
に
ま
で
迫
っ
た
の

で
あ
る
。

　

な
お
、
景
虎
が
在
城
す
る
栃
尾

城
を
中
心
に
栃
尾
城
を
取
り
巻
く

周
辺
の
砦
（
山
城
）
を
徹
底
的
に

改
築
。
一
方
、
蒲
原
か
ら
栃
尾
に

入
り
こ
め
な
い
よ
う
に
、
東
山
か
ら

信
濃
川
周
辺
の
蒲
原
の
平
野
部
に

い
た
る
広
大
地
域
を
、
古
志
長
尾

氏
の
根
拠
、
蔵
王
堂
か
ら
栖
吉
城

－
見
附
城
ラ
イ
ン
の
外
部
城
郭
を

し
っ
か
り
と
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
の

が
、
蔵
王
堂
城
・
蔵
王
権
現
（
別

当
安
禅
寺
）
と
栖
吉
城
・
普
済
寺

の
連
携
を
し
っ
か
り
と
固
め
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
長
尾
景

虎
を
統
領
と
し
て
迎
え
た
、
古
志

長
尾
氏
の
万
全
の
守
備
体
制
で

あ
っ
た
。

　

事
実
、
景
虎
、
栃
尾
に
下
向
の

噂
が
広
ま
る
や
、
各
地
か
ら
栃
尾

に
向
か
っ
て
敵
軍
が
押
し
寄
せ
た

が
、
景
虎
は
若
年
な
が
ら
、
こ
う

し
た
敵
軍
を
こ
と
ご
と
く
破
り
勝

利
を
得
た
と
、
後
年
、
述
懐
し
て

い
る
。
す
で
に
景
虎
、
後
の
上
杉

謙
信
は
す
で
に
少
年
時
代
か
ら
麒

麟
児
の
片
鱗
を
見
せ
て
い
た
の
で

あ
る
。

⑵
安
禅
寺
と
普
済
寺
を
つ
な
ぐ
パ

イ
プ
役
的
存
在
、
安
善
寺
の
建
立

　

先
の
蔵
王
堂
城
と
蔵
王
権
現
、

別
当
安
禅
寺
、
栖
吉
城
と
普
済
寺

の
連
携
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
検

討
さ
れ
た
結
果
、
別
当
安
禅
寺
と

普
済
寺
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
的
寺

院
を
建
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
蔵
王
堂
と
若
干
離
れ
た

位
置
、
神
田
に
「
蔵
王
山
安
善
寺
」

が
建
立
が
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
主
役
は
普
済
寺
住
職
、

長
翁
存
宗
禅
師
で
あ
っ
た
。

　

神
田
は
、
か
つ
て
は
大
沼
と
呼

ば
れ
た
沼
地
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に

は
か
つ
て
「
大
沼
城
」
が
築
城
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
の
安
善

寺
境
内
に
あ
た
る
場
所
で
あ
る
。

　
『
ふ
る
さ
と　

長
岡
の
あ
ゆ
み
』

に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
の
永
仁
年

間
（
１
２
９
３
～
１
２
９
８
）
に

北
条
仲
時
の
一
族
の
北
条
丹
波
左

近
惟
秋
（
こ
れ
あ
き
）
と
そ
の
子
、

惟
明
（
こ
れ
あ
き
）
の
２
代
が
居

城
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
元
弘

３
年
（
１
３
３
２
）、
北
条
仲
時
・

惟
秋
は
近
江
で
自
害
、
老
臣
渡
辺

勘
解
由
（
か
げ
ゆ
）
惟
光
が
城
主

の
家
族
を
見
守
り
、
野
武
士
に
終

わ
れ
た
後
も
城
跡
の
裏
に
住
み
、

主
家
の
墓
を
守
っ
た
と
い
う
。

　

永
仁
年
間
と
い
え
ば
、
蔵
王
権

現
が
寺
泊
町
矢
田
か
ら
又
倉
（
蔵

王
堂
）
に
遷
坐
し
た
時
代
で
あ
る
。

そ
う
し
た
城
（
館
）
が
存
在
し
た

要
害
の
地
に
安
善
寺
が
建
立
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

　

安
善
寺
開
山
の
存
宗
禅
師
は
安

善
寺
建
立
に
あ
た
り
、
別
当
安
禅

寺
に
３
年
間
、
寄
寓
（
寄
宿
）
し

て
い
た
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
存
宗

禅
師
は
安
禅
寺
を
拠
点
と
し
て
建

築
状
況
を
見
守
っ
て
い
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
当
然
こ
の
時
、
安

禅
寺
の
住
職
と
も
入
魂
の
仲
と
な

り
、
安
禅
寺
の
歴
史
や
法
灯
に
つ

い
て
も
じ
っ
く
り
学
ん
だ
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

か
く
し
て
安
善
寺
が
落
慶
を
迎

え
る
と
存
宗
禅
師
は
安
禅
寺
の
法

灯
を
分
採
（
分
か
ち
与
え
ら
れ
）

さ
れ
て
安
善
寺
に
入
り
、
開
山
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
別
当
安
禅
寺
と
蔵
王

山
安
善
寺
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い

兄
弟
分
的
な
関
係
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
宗
派
も
異
な
る
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
本
末
関
係
で
は
な
く
、

共
に
蔵
王
権
現
を
護
る
連
携
関
係

が
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
長
尾
家
の
蔵
王
堂
城

（
安
禅
寺
）
と
栖
吉
城
（
普
済
寺
）

と
の
間
を
つ
な
ぐ
楔
（
く
さ
び
）

が
、
神
田
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
長
翁
存
宗
禅
師
は
両
者

の
揺
る
ぎ
な
き
関
係
が
構
築
さ
れ

る
と
、
二
世
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を

し
、
自
ら
は
普
済
寺
に
も
ど
っ
て
、

入
魂
の
仲
の
栖
吉
城
主
、
長
尾
房

景
と
語
り
合
い
な
が
ら
余
生
を
過

ご
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

な
お
、
普
済
寺
住
職
が
安
善
寺

住
職
に
な
る
と
い
う
緊
密
な
関
係

は
３
代
に
わ
た
っ
て
続
き
、
両
寺

院
の
本
末
関
係
を
揺
る
ぎ
な
い
も

の
と
な
っ
た
。

　

か
く
し
て
中
世
の
戦
国
時
代
、

長
尾
景
虎
の
登
場
に
よ
っ
て
中
越

で
は
、
神
田
安
善
寺
を
軸
に
蔵
王

堂
城
－
蔵
王
権
現
・
別
当
安
禅
寺
－

栖
吉
城
－
普
済
寺
が
強
く
結
ば
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

　

長
岡
市
の
歴
史
の
中
枢
を
貫
く

揺
る
ぎ
な
い
機
能
的
な
関
係
が
長

翁
存
（
昌
）
宗
禅
師
と
い
う
人
物

を
中
心
に
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
ま
さ
に
普
済
寺
住
職
長
翁
存

宗
禅
師
の
手
腕
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
長
尾
景
虎
は

こ
う
し
た
磐
石
の
基
礎
を
梃
子
に

し
て
、
越
後
を
粛
正
。
勇
躍
、
春

日
山
城
に
上
り
、
越
後
守
護
、
国

主
と
な
り
、
さ
ら
に
は
将
軍
に
つ

ぐ
ぎ
実
力
者
、
関
東
管
領
に
就
任
。

天
下
統
一
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
回　

【４】「
堀
丹
後
守
直
寄
、長
岡
城

を
築
城
。併
せ
て
壮
大
な

都
市
計
画
敢
行
」に
続
く

お堀が残る城跡
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７
年
ぶ
り
に
ま
た
、
温
か
く
迎

え
て
く
だ
さ
り
、
手
作
り
カ
レ
ー

の
美
味
し
さ
が
心
身
に
染
み
ま
し

た
。
感
謝
ば
か
り
で
す
。

　

あ
れ
か
ら
、
私
は
株
式
会
社

Ｆ
ａ
ｐ
ｑ
ｙ
（
フ
ァ
ッ
ピ
ー
）
を

立
ち
上
げ
ま
し
た
。見
つ
け
た
ハ
ッ

ピ
ー
が
自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な

く
、
Ｆ
ａ
ｒ
と
遠
く
ま
で
広
が
る
よ

う
に
と
想
い
を
込
め
た
Ｆ
ａ
ｐ
ｑ
ｙ
。

ｐ
が
向
か
い
合
わ
せ
で
私
と
あ
な

た
は
同
じ
。
と
い
う
想
い
も
込
め

ま
し
た
。
舞
台
、イ
ベ
ン
ト
、映
像
、

様
々
な
表
現
を
通
し
た
ハ
ッ
ピ
ー

活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

前
回
披
露
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

か
ら
、
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
進
化
さ

せ
て
い
ま
し
て
、
一
人
芝
居
の
方

は
、
障
が
い
を
抱
え
た
男
子
３
人

の
ア
ー
ト
を
プ
リ
ン
ト
し
た
衣
装

で
し
た
。
私
の
表
現
活
動
を
通
し

て
３
人
の
夢
も
広
げ
ら
れ
た
ら
と

思
い
、
初
め
て
の
お
披
露
目
で
し

た
。
３
人
は
、
絵
を
描
い
た
り
、

文
字
に
綴
っ
た
り
す
る
才
能
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
表

現
を
見
つ
け
ら
れ
ず
に
苦
し
ん
で

い
る
仲
間
た
ち
も
い
る
。
そ
う
い

う
方
々
を
助
け
る
た
め
に
、
イ
ン

ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
（
障
害
や
宗
教

や
国
の
違
い
な
ど
関
係
な
く
皆
、

一
緒
に
分
か
ち
合
い
助
け
合
い
学

び
合
う
教
育
）
を
広
め
た
い
と
い

う
想
い
が
彼
ら
に
は
あ
り
ま
す
。

　

彼
ら
の
活
動
が
広
が
る
こ
と
に

よ
り
、
３
人
だ
け
で
は
な
く
、
他

の
方
々
に
も
幸
せ
が
広
が
れ
ば
い
い

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
Ｆ
ａ
ｐ
ｑ
ｙ

Ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｅ
で
検
索
し
て
い
た
だ
き

ま
す
と
３
人
の
描
い
た
イ
ケ
メ
ン

Ｔ
シ
ャ
ツ
を
販
売
し
て
い
ま
す
。）

　

ま
た
、
ス
テ
ィ
ル
ト
と
い
う
器

具
を
履
い
た
落
語
も
、
義
足
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
ま
し
た
。
歩
く
こ

と
の
深
さ
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
り
、

当
た
り
前
の
こ
と
は
な
く
、
奇
跡

の
よ
う
な
有
難
い
命
を
生
き
て
い

る
。
と
い
う
こ
と
を
落
語
の
内
容

と
共
に
、
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
か
ら
も

皆
様
に
私
自
身
の
抱
え
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
届
い
た
ら
幸
い
で
す
。

　

彼
ら
と
関
わ
っ
て
、
障
が
い
に

出
会
わ
な
い
と
得
ら
れ
な
い
「
希

望
」が
あ
る
ん
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。

　

ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
に
！
ピ
ン

チ
ピ
ン
チ
チ
ャ
ン
ス
チ
ャ
ン
ス
ラ

ン
卵
々
。（
高
座
名
は
ら
ん
ら
ん
）。

私
た
ち
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
皆
、

持
つ「
障
害
」に
巡
り
合
っ
た
時
に
、

そ
の
ピ
ン
チ
と
い
う
名
の
「
障
害
」

が
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
名
の
「
希
望
」

に
な
れ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
様
と
共
に
、
心
を
躍
動
さ
せ

ら
れ
る
時
間
を
持
て
た
ら
幸
い
で

す
。
ど
う
ぞ
、
ま
た
宜
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
愛
を
込
め
て
ー
。

第
30
回「
Ｋ
Ａ
Ｋ
Ａ
笑
の
会
」

安
善
寺
で
７
年
ぶ
り
の
表
現
活
動

ピ
ン
チ
と
い
う
名
の「
障
害
」が
、
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
名
の「
希
望
」に
。

　
　

 

和い
ず

泉み　
妃ひ

夏な

障害を持った子供たちデザインの着物様々な衣装を身に着けて

スティルトを履いた落語

株
式
会
社
Ｆ
ａ
ｐ
ｑ
ｙ

　
　
　

��（
フ
ァ
ッ
ピ
ー
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://fapqy.com
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本
堂
の
内な

い

陣じ
ん

と
は
堂
内
を
区
分

す
る
う
ち
で
、
中
央
の
奥
ま
っ
た

場
所
で
、
仏
教
寺
院
で
は
こ
こ
に

須し
ゅ

弥み

壇
（
須
弥
山
に
か
た
ど
っ
た
、

佛
像
を
安
置
す
る
壇
）
を
置
き
、

本
尊
様
を
安
置
す
る
最
も
重
要
な

場
所
で
す
。

　

禅
宗
寺
院
の
場
合
、
板
張
り
を

通
例
と
し
、
特
に
荘
厳
に
校
飾
せ

ら
れ
る
を
常
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
五
年
～
六
年
の
本
堂
大
改

修
の
時
は
予
算
の
関
係
も
あ
り
、

内
陣
に
合
板
を
用
い
ま
し
た
。

　

平
成
十
六
年
の
中
越
大
震
災

で
、
落
下
物
等
で
多
く
の
板
に
傷

が
で
き
、
い
ず
れ
は
欅
材
で
張
替

え
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

時
機
到
来
で
し
ょ
う
か
今
年
二

月
に
株
式
会
社
放
光
さ
ん
に
話
し

た
と
こ
ろ
、
よ
い
欅
材
が
あ
る
と

の
こ
と
で
早
速
準
備
に
入
っ
て
も

ら
い
、
四
月
八
日
か
ら
は
本
堂
で
、

赤
無
節
（
新
潟
産
で
十
年
以
上
の

乾
燥
材
で
、
長
さ
十
三
・
五
尺
、

幅
一
・
五
尺
、
厚
み
八
・
五
寸
）
の

欅
材
で
床
面
積
は
約
七
十
一
坪

（
234
㎡
）
を
吸す

い

付つ
き

桟ざ
ん

加
工
（
反
り

止
め
）、
入
れ
実ざ

ね

加
工
の
施
工
方

法
で
内
陣
床
張
替
工
事
、
四
月

十
三
日
写
真
の
よ
う
に
立
派
な
内

陣
が
完
成
し
ま
し
た
。
お
参
り
の

際
に
は
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

八
月　

一
日

　
　
　
　

盆
参
（
新
盆
）

　
　

十
三
日

　
　
　
　

盂
蘭
盆
会
法
要

　
　
　
　

�（
墓
施
食
）

　
　

十
四
日

　
　
　
　

新
盆
棚
経

　
　

十
五
日

　
　
　
　

お
盆
供
養
法
要

　
　
　
　
　

�（
午
前
・
午
後
）

　
　

十
七
日

　
　
　
　

墓
地
大
清
掃

＊�

新
盆
の
方
に
は
改
め
て
法
要
と

棚
経
の
ご
連
絡
を
い
た
し
ま
す

長
年
の
夢
が
叶
い
ま
し
た
！！

『
寺
行
事
予
定
』

よ
ろ
ず
掲
示
板

安
善
寺

『翠
す い

緑
りょく

の小
こ

径
み ち

』安善寺 庭園型樹木葬

　　　　　株式会社  放光
フリー
ダイヤル 0120-811-112

安善寺  樹木葬墓地ご案内ページ
https://anzenji-jyumokusou.com/

【お問合せ】

施工前

施工後

東
堂　
翠
巌
龍
弘

施工後　須弥壇を戻す前 床板を全て剥がし
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第
一
〇
七
号
は
令
和
六
年
九
月
十
日（
火
）発
刊
予
定
で
す

　

夏
本
番
前
だ
と
い
う
の
に
暑

い
、
と
て
も
暑
い
。
少
し
で
も
涼

し
く
な
り
た
く
て
冷
た
い
床
に
ゴ

ロ
ゴ
ロ
す
る
毎
日
で
す
。

　

そ
ん
な
私
達
を
飛
び
越
え
て

「
行
っ
て
き
ま
～
す
」
と
元
気
に
学

校
へ
行
く
子
供
達
は
日
に
日
に
こ

ん
が
り
い
い
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

真
人
君
は
長
年
頑
張
っ
て
き
た

バ
ス
ケ
を
や
め
て
心
機
一
転
、
陸

上
部
に
入
部
し
、
走
り
高
跳
び
を

選
択
。
イ
ン
ド
ア
か
ら
ア
ウ
ト
ド

ア
へ
の
転
向
で
み
る
み
る
う
ち
に

い
い
色
に
、
悠
真
君
の
日
焼
け
は

炎
天
下
の
中
、
六
年
生
最
後
の
運

動
会
で
応
援
団
員
を
立
派
に
や
り

遂
げ
た
証
で
す
。
今
後
は
プ
ー
ル

授
業
や
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
あ
っ
た

り
と
日
に
焼
け
る
こ
と
が
多
く
な

り
ま
す
。
昔
は
こ
ん
が
り
焼
け
た

子
供
た
ち
は
健
康
な
イ
メ
ー
ジ
で

し
た
が
今
の
子
供
達
は
日
焼
け
止

め
を
塗
っ
た
り
、
サ
ン
グ
ラ
ス
を

か
け
て
眼
を
保
護
す
る
こ
と
を
推

奨
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

長
い
年
月
過
度
に
紫
外
線
に
浴

び
る
と
大
人
に
な
っ
て
か
ら
皮
膚

が
ん
な
ど
の
病
気
に
な
る
確
率
が

上
が
る
と
言
わ
れ
て
い
て
、
小
さ

い
頃
か
ら
の
予
防
が
大
事
だ
そ
う

で
す
。
幸
い
私
達
猫
は
そ
の
心
配

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
毛
皮
に
覆
わ

れ
て
、
今
後
ど
ん
ど
ん
暑
く
な
る

日
々
に
耐
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
不

安
で
す
。

　

熱
中
症
に
な
ら
な
い
た
め
に
も

水
分
補
給
を
し
、
涼
し
く
過
ご
し

た
い
も
の
で
す
。
久
美
さ
ん
、ク
ー

ラ
ー
お
願
い
だ
に
ゃ
ー
ん
。

　

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い

る
令
和
６
年
６
月
は
長
岡

市
の
気
温
が
35
・
５
度
と

全
国
一
暑
い
日
を
記
録
し
た
雨
の
少
な

い
梅
雨
で
し
た
。
今
回
は
大
人
の
食
物

ア
レ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
話
題
提
供
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

大
人
の
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
中
に

は
、
魚
介
類
を
食
べ
る
と
蕁
麻
疹
が
出

た
り
、
口
が
痒
く
な
る
人
が
い
ま
す
。

そ
う
い
う
人
は
繰
り
返
し
症
状
が
出
る

た
め
魚
ア
レ
ル
ギ
ー
を
疑
っ
て
ク
リ

ニ
ッ
ク
に
来
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
血
液

検
査
を
行
う
と
、
実
際
に
は
食
べ
て
症

状
の
あ
っ
た
魚
で
は
な
く
寄
生
虫
で
あ

る
ア
ニ
サ
キ
ス
に
対
し
て
検
査
陽
性
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ア
ニ
サ
キ
ス
は
魚
介
類
に
寄
生
す
る

寄
生
虫
で
、
生
き
て
い
る
状
態
の
ア
ニ

サ
キ
ス
を
摂
取
す
る
と
、
急
な
嘔
吐
や

下
痢
、
腹
痛
な
ど
の
症
状
を
引
き
起
こ

す
ア
ニ
サ
キ
ス
症
を
発
症
し
ま
す
。
生

き
て
い
る
ア
ニ
サ
キ
ス
は
加
熱
や
冷
凍

す
る
こ
と
で
ア
ニ
サ
キ
ス
症
を
予
防
す

る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
一
方
で
、
ア
ニ
サ
キ
ス
ア
レ
ル
ギ
ー
は

生
き
て
い
る
ア
ニ
サ
キ
ス
だ
け
で
な
く
、

加
熱
さ
れ
た
ア
ニ
サ
キ
ス
に
も
反
応
し

て
ア
レ
ル
ギ
ー
症
状
を
引
き
起
こ
す
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ア
ニ
サ
キ
ス

の
蛋
白
質
が
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
と
な

る
た
め
生
き
て
い
な
く
て
も
反
応
す
る

の
で
す
。
そ
の
た
め
ア
ニ
サ
キ
ス
ア
レ

ル
ギ
ー
を
持
つ
人
は
、
加
熱
調
理
さ
れ

た
魚
介
類
を
食
べ
て
も
ア
レ
ル
ギ
ー
反

応
を
起
こ
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
魚
ア
レ
ル
ギ
ー
も
な
か
な
か
厄

介
で
す
。
特
定
の
魚
だ
け
で
症
状
が
出

る
人
よ
り
も
、
赤
身
も
白
身
も
関
係
な

く
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
魚
で
ア
レ
ル

ギ
ー
を
起
こ
し
て
し
ま
う
人
の
方
が
多

い
で
す
。
症
状
は
口
が
痒
く
な
る
、
少

し
だ
け
蕁
麻
疹
が
出
る
な
ど
エ
ビ
や
蕎

麦
の
症
状
よ
り
も
軽
い
こ
と
が
多
い
で

す
が
刺
身
も
焼
き
魚
も
症
状
が
出
る
の

で
魚
が
食
べ
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

成
人
に
な
っ
て
か
ら
一
度
食
物
ア
レ

ル
ギ
ー
を
発
症
す
る
と
子
ど
も
と
違
っ

て
数
年
経
つ
と
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
は
少
な
い
で
す
。
思
い
当
た
る

こ
と
が
あ
れ
ば
ア
レ
ル
ギ
ー
専
門
医
の

受
診
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

（
太
田　

匡
哉
）

編
集

雑
感

お便り原稿用紙
皆様からの原稿をお待ちしております。

原稿の例
● 思い出話／ご家族、ご先祖、お寺の思い出話など。
● 私に言わせて／家事や子育てのお話、身近な出来事など。
● 教えてください／仏事のしきたりや疑問（編集部や住職が

お答えします）など。

〈原稿送付先〉
 FAX 0258-32-2870
メール info@anzenji-nagaoka.com
HP にも申込フォームがあります

冷たいこの場所がお気に入り

自慢の長毛もこれからの時期は ...

「にゃんにゃん
日記」

夏
が
来
る
と
、毛
皮
の
私
た
ち
は

夏
が
来
る
と
、毛
皮
の
私
た
ち
は
、、暑
い
！

暑
い
！

　　
で
も
子
供
た
ち
は
、元
気
に
学
校
へ
行
き
、

で
も
子
供
た
ち
は
、元
気
に
学
校
へ
行
き
、

　
　
　
　

  

日
に
日
に
こ
ん
が
り

日
に
日
に
こ
ん
が
り
、、い
い
色
だ

い
い
色
だ
！！！！


