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台
風
、
地
震
と
何
か
と
落
ち
着
か

な
い
夏
で
し
た
が
、
よ
う
や
く
お
彼

岸
を
迎
え
、
暑
さ
も
和
ら
ぐ
時
期
に

な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

先
日
、
ふ
と
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
私
の
得
度
の
師
匠

で
あ
る
藤
本
幸
邦
老
師
が
大
本
山
總

持
寺
で
修
行
中
に
当
時
總
持
寺
の
貫

首
で
あ
ら
れ
た
渡
辺
玄
宗
禅
師
よ
り

い
た
だ
い
た
大
杓し

ゃ
く
し子
の
こ
と
で
す
。

大
杓
子
を
頂
い
た
経
緯
に
つ
い
て
私

は
生
前
藤
本
老
師
よ
り
次
の
よ
う
に

お
聞
き
い
た
し
ま
し
た
。

　

藤
本
老
師
は
当
時
大
本
山
總
持
寺

で
「
飯は

ん
じ
ゅ
う頭
」
と
い
う
お
役
を
務
め
て

い
ま
し
た
。
飯
頭
と
は
食
事
を
司
る

「
典て

ん

座ぞ

」
の
下
で
大
衆
の
粥
飯
の
世
話

を
務
め
る
役
で
す
。

時
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
の
臘ろ

う
は
つ
せ
っ

八
攝

心し
ん

中
、
藤
本
老
師
を
は
じ
め
数
人
の

修
行
僧
が
食
事
の
準
備
を
し
て
い
た

典て
ん

座ぞ

寮り
ょ
うに
僧そ

う
ど
う堂
（
坐
禅
堂
）
の
聖

し
ょ
う

僧そ
う

文も
ん

殊じ
ゅ

菩ぼ

薩さ
つ

に
仕
え
る
聖

し
ょ
う

僧そ
う

侍じ

者し
ゃ

（
侍じ

聖し
ょ
う）
の
お
役
の
修
行
僧
が
点
検
に
来

ま
し
た
。
侍
聖
和
尚
は
警

き
ょ
う

策さ
く

を
片
手

に
「
な
ぜ
皆
が
坐
禅
堂
に
座
っ
て
い

る
の
に
典
座
寮
の
寮
員
は
誰
も
坐
禅

を
し
て
い
な
い
の
だ
」と
口く

宣せ
ん（
叱
責
）

を
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て

飯
頭
の
藤
本
老
師
は
大
杓
子
を
持
ち

「
典
座
寮
は
典
座
寮
の
や
る
べ
き
こ
と

を
や
っ
て
い
る
、
坐
禅
堂
で
一
日
坐

禅
が
で
き
る
の
は
坐
禅
を
せ
ず
に
食

事
を
作
る
我
々
が
い
る
か
ら
だ
」
と

返
し
ま
し
た
。
警
策
を
持
つ
侍
聖
和

尚
対
大
杓
子
を
持
つ
藤
本
老
師
の
一

触
即
発
な
場
面
で
し
た
。
い
っ
た
ん

そ
の
場
は
収
ま
り
、
後
日
そ
の
話
を

耳
に
し
た
渡
辺
禅
師
が
藤
本
老
師
に

そ
の
時
の
大
杓
子
を
持
っ
て
時じ

局き
ょ
く（
禅

師
様
の
居
室
）
に
来
な
さ
い
と
仰
り

そ
の
場
で
大
杓
子
に
書
を
し
た
た
め

た
そ
う
で
す
。

　

以
上
が
私
の
聞
い
た
大
杓
子
の
経

緯
で
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
思
い
出
し
久
し
ぶ

り
に
大
杓
子
を
拝
見
し
た
く
、
円
福

寺
様
の
現
住
で
あ
る
藤
本
光
世
老
師

に
御
連
絡
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

突
然
の
連
絡
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

有
難
い
こ
と
に
藤
本
老
師
は
直
ち
に

写
真
を
お
送
り
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

実
は
大
杓
子
の
書
を
ま
じ
ま
じ
と

読
ん
だ
こ
と
が
な
く
、
私
が
推
測
す

る
に
、
事
の
経
緯
を
聞
い
た
渡
辺
禅

師
が
「
任
に
当
た
っ
て
他
に
譲
り
が

た
し
」
の
よ
う
な
内
容
が
書
か
れ
て

い
る
と
ば
か
り
思
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
内
容
は
全
く
違
う
も
の
で
し

た
。
書
は
写
真
の
通
り
で
す
。
内
容

は
「
飯
頭
は
古
来
よ
り
大
変
優
れ
た

事
績
を
持
つ
役
で
あ
り
、
藤
本
幸
邦

禅ぜ
ん

士し

（
参
禅
の
士
）
は
率
先
し
て
身

を
投
げ
出
し
そ
の
役
を
務
め
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
た
ま
た
ま
海
軍
の

特
設
燃
料
廠し

ょ
うが
本
山
に
仮
住
ま
い
し

そ
の
お
礼
に
木
杓
と
米
一
俵
を
寄
贈

し
た
。
そ
れ
を
受
け
配
給
の
責
任
者

で
あ
る
藤
本
幸
邦
禅
士
曰
く
、
修
行

僧
よ
配
給
の
多
少
に
心
配
す
る
こ
と

は
な
い
、
法ほ

う

輪り
ん

転
す
る
（
仏
道
修
行

を
一
生
懸
命
に
努
め
る
）
は
食
輪
転

す
る
（
食
べ
る
こ
と
に
は
困
ら
な
い
）

こ
れ
は
昔
よ
り
今
ま
で
変
わ
ら
な
い

鉄
則
で
あ
る
。
そ
れ
を
聞
き
感
を
受

け
こ
こ
に
こ
れ
を
記
す
」

　

私
が
思
っ
て
い
た
内
容
と
は
違
い

ま
す
が
、
大
変
な
時
代
の
中
、
仏
道

修
行
に
邁
進
す
る
藤
本
老
師
の
お
姿

が
目
に
浮
か
び
、
改
め
て
感
激
い
た

し
ま
し
た
。
ど
ん
な
時
代
で
あ
っ
て

も
不
変
で
あ
る
仏
教
の
教
え
を
先
人

た
ち
に
倣
い
今
後
も
布
教
し
て
ま
い

り
ま
す
。
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【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

⑴
堀
直
寄
、
安
善
寺
を
工
事
監
督

の
拠
点
と
し
て
都
市
計
画
の
推
進

を
見
守
る

　

蔵
王
堂
城
は
信
濃
川
河
畔
に
あ

る
。
よ
っ
て
耐
え
ず
城
は
水
害
に

よ
っ
て
決
壊
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
、
城
主
、
堀
直
寄
は
新
し
い
場

所
に
城
を
築
く
決
断
。
実
は
新
し

く
城
を
築
く
こ
と
、
そ
し
て
都
市

計
画
の
を
進
め
る
計
画
は
、
す
で

に
第
１
次
蔵
王
堂
城
主
で
あ
っ
た

と
き
か
ら
の
懸
案
事
項
で
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
ま
た
直
寄
の
夢
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
彼
は
豊
臣
秀
吉
の
小
姓

時
代
に
石
田
三
成
な
ど
卓
越
し
た

武
将
が
作
っ
た
機
能
的
な
都
市
づ

く
り
を
つ
ぶ
さ
に
に
学
ん
で
き
た

経
験
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
度

は
自
分
も
こ
う
し
た
壮
大
な
都
市

を
建
設
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
彼
は
、
現

在
の
蔵
王
堂
か
ら
南
の
東
山
山
麓

に
広
が
る
台
地
と
信
濃
川
に
挟
ま

れ
た
雄
大
な
地
に
、
先
輩
に
伍
し

て
新
し
い
城
を
中
心
と
し
た
壮
大

な
都
市
づ
く
り
に
意
欲
を
燃
や
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
越
州
古
城
付　

堀
丹
後
守
』

で
は
「
こ
の
城
地
、
堀
丹
後
守
縄

張
り
し
て
築
し
た
と
こ
ろ
要
害
堅

固
な
り
南
は
妙
見
鉄
（
く
ろ
が
ね
）

坂
、
北
は
猿
橋
大
榎
…
と
あ
り
、

普
請
は
早
急
に
進
み
蔵
王
町
を

早
々
に
立
退
か
ざ
る
を
え
な
い
状

況
と
な
っ
た
の
で
、
神
田
町
安
善

寺
境
内
へ
当
分
移
り
住
み
…
」
と

あ
る
。
南
は
妙
見
、
北
は
猿
橋
と

い
う
実
に
広
大
な
都
市
計
画
で

あ
っ
た
。

　

そ
し
て
別
の
文
書
で
は
「
元
和

年
間
、蔵
王
堂
城
主
堀
直
寄
が
（
長

岡
城
築
城
の
た
め
に
、
安
善
寺
に
）

３
年
も
の
間
、
寄
寓
し
て
い
た
」

と
あ
る
。
蔵
王
堂
城
の
決
壊
が
こ

と
の
ほ
か
早
か
っ
た
こ
と
か
ら
安

善
寺
を
仮
城
と
し
て
３
年
余
り
居

住
し
、
安
善
寺
を
拠
点
に
工
事
の

推
進
を
見
守
っ
て
い
た
の
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　

直
寄
は
蔵
王
堂
城
に
赴
任
す
る

や
、
工
事
事
務
所
を
蔵
王
権
現
別

当
安
禅
寺
の
「
分
寺
格
」
で
あ
る

安
善
寺
に
置
い
て
、
さ
っ
そ
く
都

市
計
画
を
実
行
に
移
し
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
在
任
期
間
の
３

年
間
、
同
寺
に
宿
泊
し
、
安
善
寺

か
ら
工
事
に
関
す
る
総
指
揮
を

と
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

工
事
は
ま
ず
寺
院
の
移
転
か
ら

始
ま
っ
た
。
55
か
寺
中
９
か
寺
が

建
設
が
始
ま
る
と
同
時
に
移
転
を

開
始
と
い
う
、
徹
底
ぶ
り
で
あ
っ

た
と
い
う
。

　

星
山
貢
は
そ
の
著
書
、『
蔵
王

大
権
現
及
王
神
史
』
で
「
安
善
寺
」

に
つ
い
て
、「
蔵
王
山
安
善
寺
、

曹
洞
宗　

長
岡
市
神
田
町
三
丁
目　

下
総
香
取
郡
伊
能
村
長
興
院
の
住

職
存
宗
（
曹
洞
宗
大
須
賀
村
に
現

存
当
主
野
村
道
宗
）。
天
文
12
年
、

神
田
村
に
安
禅
寺
の
法
灯
を
分
採

し
て
創
立
し
た
も
の
。
口
碑
に
は

存
宗
は
安
禅
寺
に
寄
寓
し
て
い
た

と
い
う
。
元
和
に
な
っ
て
堀
直
寄

が
３
年
も
仮
寓
し
た
こ
と
は
別
に

と
伝
え
る
」
と
わ
ず
か
に
述
べ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

蔵
王
権
現
に
詳
し
い
星
山
貢
氏

で
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
安
善

寺
に
つ
い
て
は
、
そ
う
深
く
研
究

を
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

な
お
、
安
善
寺
と
同
じ
山
号
を
も

つ
蔵
王
山
徳
宗
寺
（
真
宗
本
派
）

に
つ
い
て
も
「
長
岡
市
大
工
町　

山
号
は
所
在
の
表
明
が
本
義
故
元

蔵
王
に
居
た
だ
け
か
或
い
は
末
寺

改
宗
か
」
と
、
こ
れ
ま
た
、
わ
ず

か
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
い
う
な

れ
ば
、
安
禅
寺
と
安
善
寺
の
深
い

関
係
に
つ
い
て
は
全
く
気
付
い
て

い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

　

な
お
、
徳
宗
寺
に
つ
い
て
は
移

転
組
に
入
り
、
早
々
に
移
転
を
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。

安
善
寺
の
歴
史

安
善
寺
の
歴
史

連
載 

第
四
回

昌
興
寺
住
職
　

石
田
　
哲
彌

（
新
潟
県
文
化
財
保
護
連
盟
理
事
）

蔵王安禅寺前の堀直竒公



（3）

⑵
堀
丹
後
守
直
寄
異
聞

　

そ
の
外
に
、
堀
丹
後
守
直
寄
に

関
す
る
異
聞
が
若
干
存
在
す
る
の

で
付
記
し
て
お
こ
う
。

［１］
安
善
寺
前
の
丹
波
井
戸

　

江
戸
時
代
、
参
勤
交
代
に
お
い

て
、
諸
侯
が
長
岡
を
通
る
通
路
は

長
岡
城
の
大
手
門
を
避
け
て
柳
原

か
ら
本
町
呉
服
町
…
つ
ま
り
今
の

国
道
を
通
る
の
で
あ
っ
た
が
、
村

松
侯
（
堀
丹
波
守
直
時
）
は
長
岡

城
を
先
祖
（
堀
丹
後
守
直
寄
）
の

築
い
た
こ
と
か
ら
年
に
１
度
、
大

手
門
前
を
通
る
こ
と
が
許
さ
れ

た
。
あ
る
時
、
村
松
侯
が
長
岡
に

入
る
と
喉
が
乾
い
て
水
を
所
望
し

た
が
良
水
が
な
く
、
安
善
寺
前
で

よ
う
や
く
喉
を
潤
す
こ
と
が
で
き

た
。
村
松
侯
は
大
喜
び
を
し
て
、

目
通
り
８
町
の
地
を
井
戸
に
与
え

た
が
、
井
戸
が
主
で
は
仕
方
が
な

い
の
で
、
傍
の
桶
屋
に
管
理
さ
せ

た
。
よ
っ
て
こ
の
地
を
桶
屋
町
、

ま
た
井
戸
の
名
前
を
丹
波
井
戸
と

称
し
た
。
な
お
、
村
松
侯
は
参
勤

交
代
に
お
い
て
、
丹
波
河
渡
か
ら

上
陸
し
、
蔵
王
権
現
に
参
拝
し
、

宿
泊
す
る
か
小
休
み
を
し
た
と
い

う
。

　

こ
の
井
戸
に
つ
い
て
星
山
貢
は

そ
の
著
書
、『
蔵
王
大
権
現
及
王

神
史
』
の
お
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
「
先
に
述
べ
た
直
寄
が
寄
寓
し

た
安
善
寺
前
に
丹
波
井
戸
と
て
、

ポ
ン
プ
二
挺
か
け
の
豊
か
な
井
戸

が
あ
っ
た
の
を
昭
和
７
年
に
つ
ぶ

し
て
し
ま
っ
た
の
は
惜
し
い
事
で

あ
っ
た
。
前
述
、
河
渡
か
ら
蔵
王

社
前
を
通
じ
城
岡
土
手
へ
直
通
す

る
道
を
丹
波
街
道
と
い
う
。
三
者

（
丹
波
街
道
・
丹
波
河
渡
・
丹
波

井
戸
）
を
も
っ
て
、「
直
寄
の
三

史
跡
」
と
称
す
べ
き
で
あ
る
が
惜

し
む
べ
き
で
あ
る
」

　

と
述
べ
て
い
る
。

【５】
終
わ
り
に

　

蔵
王
堂
城
と
蔵
王
権
現
、
歴
史

深
い
別
当
の
安
禅
寺
、
そ
し
て
栖

吉
城
と
栖
吉
長
尾
氏
、
そ
れ
に
名

刹
普
済
寺
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を

つ
な
ぐ
神
田
の
巨
刹
安
善
寺
、
と

中
世
の
長
岡
の
歴
史
が
よ
う
や
く

明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、

闇
に
眠
っ
て
い
た
遺
産
が
明
る
み

に
出
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ

て
よ
う
や
く
戦
国
時
代
に
お
け
る

長
岡
市
の
重
要
な
歴
史
が
つ
な

が
っ
た
感
が
す
る
。

　

近
年
、
戊
辰
戦
争
関
係
が
重
視

さ
れ
、
蔵
王
権
現
や
安
禅
寺
、
加

え
て
栖
吉
城
な
ど
長
岡
市
の
貴
重

な
遺
産
に
余
り
重
き
が
置
か
れ
て

い
な
い
よ
う
に
感
ず
る
が
、
こ
う

し
た
か
け
が
い
の
な
い
歴
史
的
遺

産
は
長
岡
市
に
と
っ
て
ま
さ
に
重

要
な
原
点
で
あ
り
、
ま
た
基
礎
で

も
あ
る
。

　

今
更
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
今

一
度
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な
遺
産
に

目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
ず
は
栖
吉

城
の
探
索
か
ら
始
め
て
は
い
か
が

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
度
、
四
号
に
わ
た
り

石
田
哲
彌
老
師
の
書
か
れ
た

「
安
善
寺
の
歴
史
」
を
掲
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

安
善
寺
御
開
山
様
の
お
話

や
、
蔵
王
の
安
禅
寺
様
や
堀

直
竒
公
と
の
関
係
、
長
岡
城

築
城
に
関
わ
る
お
話
な
ど
、

私
自
身
も
初
め
て
知
る
安
善

寺
に
と
っ
て
大
変
貴
重
な
歴

史
を
お
調
べ
い
た
だ
き
、
執

筆
い
た
だ
い
た
石
田
老
師
に

改
め
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

多
く
の
檀
信
徒
の
皆
様
に

も
安
善
寺
の
歴
史
に
触
れ
て

い
た
だ
き
、
よ
り
親
し
み
を

感
じ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
甚

に
存
じ
ま
す
。

安
善
寺
住
職　

近
藤
真
弘

本寺　長興院山門

本寺　長興院鐘楼堂

安
善
寺
の
歴
史
を

執
筆
い
た
だ
き
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今
年
の
夏
も
暑
い
日
が
続
き
ま

す
ね
。
ま
た
天
気
も
ゲ
リ
ラ
豪
雨

や
台
風
の
被
害
な
ど
大
変
で
す
ね
。

　

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
続
き
ま
す

が
い
よ
い
よ
今
年
は
瑩
山
禅
寺
の

七
百
回
大
遠
忌
を
迎
え
、
教
区
の

団
参
と
し
て
安
善
寺
様
の
お
檀
家

さ
ん
か
ら
も
多
数
ご
参
加
を
頂
き

ま
し
た
。

　

総
勢
四
十
一
名
様
の
ご
旅
行
と

な
り
ま
し
た
。
今
回
は
こ
の
遠
忌

団
参
に
つ
い
て
御
案
内
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

六
月
二
十
七
日
、
二
泊
三
日
の

旅
行
が
始
ま
り
ま
し
た
。
各
地
に

お
迎
え
に
上
が
り
大
本
山
總
持
寺

に
向
か
い
ま
す
。

　

最
初
の
立
ち
寄
り
は
昼
食
会
場

の
豊
洲
市
場
の
千
客
万
来
で
す
。

平
日
と
は
い
え
予
想
通
り
の
人
込

み
。
何
処
に
向
か
え
ば
よ
い
の
か

わ
か
ら
な
い
く
ら
い
店
舗
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
は
機
会
を
み
て
何
度

か
来
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

　

食
後
、
大
本
山
總
持
寺
様
へ
。

到
着
後
諸
堂
拝
観
、薬
石
（
夕
食
）、

そ
の
後
法
話
と
ビ
デ
オ
を
鑑
賞
し
、

入
浴
後
開
枕
（
就
寝
）
で
す
。

　

明
朝
は
本
堂
の
大
祖
堂
に
て
ご

先
祖
様
の
供
養
、
朝
課
後
集
合
写

真
を
撮
り
、
小
食
（
朝
食
）
の
あ

と
出
発
と
い
う
流
れ
に
な
り
ま
し

た
。
食
事
は
精
進
料
理
で
大
変
お

い
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。
や
は

り
本
山
は
気
が
引
き
締
ま
り
ま
す
。

　

日
帰
り
が
増
え
て
く
る
中
で
本

山
に
泊
ま
る
機
会
は
貴
重
だ
と
感

じ
ま
し
た
。

　

本
山
を
出
発
し
、
栃
木
に
向
か

い
ま
す
。
や
は
り
首
都
高
は
大
変

混
み
ま
す
ね
。
時
間
は
か
か
り
ま

し
た
が
無
事
に
昼
食
会
場
の
と
ち

ぎ
ろ
ま
ん
ち
っ
く
村
へ
。
栃
木
ゆ

め
ポ
ー
ク
を
い
た
だ
き
、
そ
の
後

大
谷
寺
へ
。

　

磨
崖
仏
を
初
め
て
見
る
方
も
多

く
、
と
て
も
興
味
深
く
拝
観
し
て

い
ま
し
た
。

　

ま
た
大
谷
資
料
館
で
広
大
な
地

下
空
間
を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
が
、

寒
く
て
寒
く
て
見
学
し
な
が
ら
も

辛
い
と
こ
ろ
が
…
羽
織
る
も
の
が

必
要
で
し
た
ね
。

　

見
学
後
母
畑
温
泉
八
幡
屋
へ
。

ゆ
っ
く
り
と
温
泉
に
使
っ
て
い
た

だ
き
、
夜
の
大
宴
会
へ
。
会
話
も

弾
み
、
と
て
も
賑
や
か
な
宴
席
で

し
た
。
こ
う
い
う
機
会
は
い
い
も

の
で
す
ね
。

　

最
終
日
、
丁
寧
に
御
宿
の
方
か

ら
見
送
ら
れ
、
い
わ
き
市
へ
。
国

宝
白
水
阿
弥
陀
堂
へ
。
こ
の
お
堂

は
昨
年
の
豪
雨
で
本
堂
が
水
没
し

甚
大
な
る
被
害
が
出
た
と
こ
ろ
で

す
が
、
き
れ
い
に
復
旧
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　

そ
の
後
石
炭
化
石
館
ほ
る
る
へ
。

石
炭
の
歴
史
、
採
掘
の
際
発
見
さ

れ
た
化
石
と
ダ
ブ
ル
で
楽
し
め
る

所
。
人
数
が
多
か
っ
た
た
め
か
案

内
人
が
い
つ
に
も
増
し
て
熱
く

語
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
は
本
当

に
楽
し
い
で
す
ね
。
そ
し
て
昼
食

は
ま
る
か
つ
に
て
海
鮮
丼
を
お
召

し
上
が
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
後
は
塩
屋
埼
灯
台
へ
。
階
段

が
多
く
あ
る
の
で
希
望
者
の
み
灯

台
へ
。
天
気
は
と
て
も
素
晴
ら
し

く
、
海
の
色
が
あ
ん
な
に
青
い
の

は
見
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
磐
越
道
と
北
陸
道
を
利

用
し
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

　

天
気
に
恵
ま
れ
、
人
に
恵
ま
れ

と
て
も
楽
し
い
旅
行
で
し
た
。
ご

参
加
さ
れ
た
方
と
て
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

初
め
て
の
教
区
で
の
団
参
で
し

た
が
、
皆
さ
ん
和
気
藹
々
で
楽
し

ん
で
い
た
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

　

ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
是
非
来
年

も
教
区
団
参
で
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
際
も
た
く
さ
ん
の
方
の
ご
参

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
特
集
】

「
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
御
開
山
太
祖
瑩
山
禅
師
七
〇
〇
回

大
遠
忌
参
拝
と
母
畑
温
泉
の
旅
」
旅
行
記新潟

ビ
ー
エ
ス
観
光
　
飯
泉
　
隆
史

ほるる石炭化石館

白水阿弥陀堂

大本山總持寺での食事

塩屋埼灯台

6
／

27
㈭
〜
29
㈯
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美
し
い
歌
と
演
奏
は
「
ピ
ー
ス

オ
ブ
フ
ォ
レ
ス
ト
」
３
人
の
ユ

ニ
ッ
ト
で
す
。

 

・ 

ボ
ー
カ
ル

 

加
瀬
典
子
さ
ん
（
新
大
教
育
学

部
特
別
教
科
音
楽
課
程
・
卒
）

 

・ 

キ
ー
ボ
ー
ド

 

深
田
美
恵
子
さ
ん
（
ヤ
マ
ハ
エ

レ
ク
ト
ー
ン
講
師
、
県
内
外
で

演
奏
活
動
）

 

・ 

畠
山
徳
雄
さ
ん
（
県
ギ
タ
ー
協

会
会
長
、
フ
ラ
ン
ス
で
リ
サ
イ

タ
ル
等
重
鎮
）

　

オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ダ
ー
の
３
人
の

演
奏
は
、
安
定
感
の
あ
る
心
地
よ

い
音
色
で
、
皆
様
に
感
動
を
与
え

る
こ
と
、
間
違
い
な
し
で
す
。

　

当
日
の
曲
の
一
部
を
紹
介
し
ま

す
。

 
・ 

向
日
葵
（
有
名
な
映
画
よ
り
）

 
・ 
サ
ク
ラ
ン
ボ
と
麦
わ
ら
帽
子

 
・ 
花
は
咲
く
（
東
日
本
大
震
災
追

悼
）

 

・ 

秋
桜
（
コ
ス
モ
ス
）

 

・ 

川
の
流
れ
の
よ
う
に

 

・ 

愛
の
讃
歌（
パ
リ
五
輪
開
会
曲
）

 

・ 

ラ
ラ
の
テ
ー
マ
（
ド
ク
ト
ル
ジ

バ
ゴ
よ
り
）

 

・ 

禁
じ
ら
れ
た
遊
び
の
テ
ー
マ

 

・ 

ベ
ニ
ス
の
夏
の
日（
旅
情
よ
り
）

　

当
日
ス
ペ
シ
ャ
ル
ま
だ
ま
だ
あ

り
ま
す
！

 

・ 

開
催
日
時

 

10
月
25
日
㈮

 

18
時
30
分
～
20
時

 

・ 

会　

場

 

安
善
寺
本
堂

 

・ 

チ
ケ
ッ
ト
代
金

 

２
，０
０
０
円

　

Ｋ
Ａ
Ｋ
Ａ
笑
の
会
実
行
委
員
か
、

安
善
寺
に
て
お
求
め
く
だ
さ
い
。

九
月
十
八
日　
　

 

吒
枳
尼
尊
天

　
　
　
　
　
　
　

秋
季
大
祭
典

　
　
　
　

秋
季
彼
岸
会

九
月　

十
九
日　

入
り
歎
仏
法
要

　
　

二
十
二
日　

中
日
施
食
法
要

　
　

二
十
五
日　

明
け
歎
仏
法
要

　
　
　
　
　
　
　

慈
雲
塔
供
養

十
二
月
一
、三
、五
、七
日

　
　
　
　
　
　
　

臘
八
攝
心

　
　
　
　

八
日　

成
道
会

　
　
　
　

九
日　

断
臂
攝
心

＊
盂
蘭
盆
会
施
食
法
要
の
経
木
塔
婆
を

お
持
ち
の
方
は
彼
岸
中
に
お
寺
に
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

　

本
年
も
大
本
山
總
持
寺
と
フ
ー

ド
バ
ン
ク
に
お
米
を
送
る
運
動
を

実
施
致
し
ま
す
。
昨
今
米
不
足
の

報
道
を
耳
に
し
ま
す
。
御
無
理
の

無
い
中
で
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方

は
十
月
二
十
五
日
ま
で
に
お
寺
に

お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
御
連
絡
を

い
た
だ
け
れ
ば
取
り
に
伺
い
ま

す
。
詳
細
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

 
Ｋ
Ａ
Ｋ
Ａ
笑
の
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

深
ま
る
秋
に
、
歌
と
演
奏
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

「
秋
の
夕
べ
の
コ
ン
サ
ー
ト
」

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】

『
寺
行
事
予
定
』

『
大
本
山
總
持
寺
と
フ
ー
ド

バ
ン
ク
に
お
米
を
送
る
運
動
』
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第
一
〇
八
号
は
令
和
七
年
一
月
一
日（
水
）発
刊
予
定
で
す

　

暑
い
毎
日
を
ダ
ラ
ダ
ラ
と
過
ご

し
た
私
た
ち
と
は
違
っ
て
、
子
供

達
は
特
別
な
夏
休
み
を
過
ご
し
ま

し
た
。

　

久
美
さ
ん
の
帰
省
中
に
広
島
へ

行
き
、
原
爆
ド
ー
ム
や
原
爆
資
料

館
で
悲
惨
な
事
実
を
見
て
衝
撃
を

受
け
た
よ
う
で
す
。

　

核
の
な
い
世
界
へ
、
そ
し
て
平

和
な
世
界
へ
、
漠
然
と
願
う
だ
け

で
な
く
、
小
さ
な
こ
と
で
も
い
い

か
ら
自
分
に
も
何
か
で
き
る
こ
と

は
な
い
の
か
、
そ
う
考
え
さ
れ
ら

れ
る
い
い
機
会
だ
っ
た
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

も
う
一
つ
特
別
な
こ
と
は
、
真

人
君
が
今
年
の
十
月
に
長
岡
市
国

際
交
流
協
会
の
中
学
生
海
外
体
験

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
で
き
る
こ
と

に
な
り
、
長
岡
市
の
姉
妹
都
市
で

あ
る
テ
キ
サ
ス
州
の
フ
ォ
ー
ト

ワ
ー
ス
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。

　

初
め
て
の
海
外
、
し
か
も
真
人

君
は
英
語
が
大
の
苦
手
。
10
日
間

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
な
が
ら
異
文

化
交
流
す
る
そ
う
で
す
が
、
大
丈

夫
か
な
あ
。

　

で
も
話
せ
な
く
て
も
伝
え
よ
う

と
す
れ
ば
相
手
は
わ
か
っ
て
く
れ

る
は
ず
で
す
。
事
実
、
私
や
ビ
ビ

の
猫
語
を
理
解
し
て
く
れ
て
い
る

の
で
す
か
ら
。

　

今
回
の
交
流
は
ア
メ
リ
カ
と
日

本
。
辛
く
悲
し
い
歴
史
は
変
え
ら

れ
ま
せ
ん
が
、
若
い
世
代
の
人
た

ち
が
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二

度
と
愚
か
な
選
択
が
さ
れ
な
い
世

の
中
を
作
る
こ
と
は
可
能
だ
と
思

い
ま
す
。

　

真
人
君
、
悠
真
君
、
平
和
は
君

た
ち
に
か
か
っ
て
い
る
！
よ
ろ
し

く
た
の
む
に
ゃ
ー
ん
！

　

先
日
、
二
枚
目
の
代
名

詞
と
も
云
わ
れ
た
フ
ラ
ン

ス
の
俳
優
ア
ラ
ン
ド
ロ
ン

さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

八
十
八
歳
の
寿
命
で
し
た
。

　

日
本
は
世
界
の
中
で
は
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
の
長
寿
の
国
で
す
。
そ
の
指
標

と
し
て
の
平
均
寿
命
で
す
が
、
五
十

人
の
子
供
が
ゼ
ロ
歳
で
亡
く
な
り
、

五
十
人
の
大
人
が
百
歳
で
亡
く
な
る

と
、
平
均
寿
命
は
五
十
歳
に
な
り
ま

す
。
日
本
で
は
医
療
の
発
達
に
よ
り

子
供
の
死
亡
が
激
減
し
た
こ
と
等
の

要
因
に
よ
り
男
性
八
十
二
歳
、
女
性

八
十
八
歳
と
大
き
く
伸
び
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
指
標
と
し
て
健
康
寿

命
が
あ
り
ま
す
。
寝
た
き
り
や
認
知

症
で
な
い
通
常
の
日
常
生
活
が
出
来

て
い
る
方
と
い
う
定
義
だ
そ
う
で
す

が
、
男
性
七
十
三
歳
、
女
性
七
十
五

歳
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
今
の
と
こ
ろ
健
康
寿
命
を
超

え
た
寿
命
を
頂
い
て
い
ま
す
が
、
寄

る
年
波
に
は
勝
て
ず
、
体
力
の
衰
え

は
如
何
と
も
し
が
た
く
、
気
力
で
カ

バ
ー
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
大
事

な
こ
と
は
自
分
で
衰
え
を
出
来
る
だ

け
感
じ
な
い
毎
日
を
送
る
こ
と
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

大
し
た
趣
味
も
持
っ
て
な
い
の
で

何
か
を
見
つ
け
よ
う
と
思
っ
て
お
り

ま
し
た
ら
、
近
所
の
方
が
「
俺
は
ド

ロ
ー
ン
の
操
縦
を
始
め
た
」
云
う
の

を
聞
き
、
私
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み

よ
う
か
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ド
ロ
ー
ン
操
縦
に
は
試
験
を
受
け
る

必
要
が
あ
る
こ
と
も
判
り
ま
し
た
。

雑
用
を
早
く
片
付
け
て
取
り
掛
か
り

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
ヒ
ン
ト

を
も
ら
い
ま
し
た
。
世
界
遺
産
検
定

と
い
う
も
の
が
在
る
そ
う
で
す
。
旅

好
き
な
私
と
し
て
は
、
佐
渡
の
金
山

が
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
な
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
こ
の
検
定
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
も
面
白
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

ま
だ
ま
だ
好
奇
心
を
持
っ
て
い
ろ

ん
な
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

で
健
康
寿
命
を
も
う
十
五
年
位
は
伸

ば
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。

（
高
橋　

潔
）

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

お気に入りの猫タワー

「にゃんにゃん
日記」
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平
和
は
若
い
世
代
に
か
か
っ
て
い
る
に
ゃ
ー
ん
！！




