
                          

 

安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
辞
任
を
表

明
さ
れ
た
。
実
に
七
年
八
ヶ
月
。
歴

代
最
長
政
権
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い

の
は
、
あ
の
辞
任
会
見
以
降
、
低
か

っ
た
内
閣
支
持
率
が
回
復
し
た
こ
と

だ
。
し
か
も
異
例
の
高
水

準
に
ま
で
で
あ
る
。 

 
 

 

首
相
が
「
辞
め
る
」
と

言
っ
た
だ
け
で
、
政
府
自

体
は
何
も
変
わ
っ
て
い

な
い
。
で
は
何
が
変
わ
っ

た
の
か
。
そ
れ
は
き
っ

と
、
国
民
の
側
に
あ
る
。

政
権
に
対
す
る
世
間
の

と
ら
え
方
と
い
う
か
、
安

倍
政
権
七
年
八
ヶ
月
へ

の
観
方
（
み
か
た
）
が
変

化
し
た
の
だ
。 

 

公
文
書
問
題
や
官
僚

の
忖
度
な
ど
、
政
治
権
力

の
在
り
方
が
問
わ
れ
、
さ
ら
に
は
新

型
肺
炎
対
応
を
め
ぐ
り
支
持
率
を
下

げ
て
い
た
安
倍
内
閣
で
は
あ
っ
た
が
、

国
民
の
ほ
と
ん
ど
が
安
倍
一
強
は
ま

だ
続
く
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

ま
さ
か
、
首
相
は
「
辞
め
る
」
と
。
状

況
が
変
わ
れ
ば
意
識
も
変
わ
る
。
意

識
が
変
わ
れ
ば
観
方
も
変
わ
る
。 

 
 

 

姿
形
は
同
じ
な
の
に
、
観
方
が
変

わ
る
だ
け
で
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
見
え

る
、
と
い
う
こ
と
は
よ
く

あ
る
こ
と
だ
。
故
に
仏
教

で
は
、
「
観
法
（
か
ん
ぽ

う
）」
を
重
ん
じ
る
。
密
教

で
は
瑜
伽
（
ゆ
が
）、
即
ち

こ
の
世
の
融
通
無
碍
な

る
を
観
じ
、
法
身
大
日
如

来
の
曼
荼
羅
た
る
そ
の

世
界
へ
、
身
口
意
の
三
密

行
を
以
て
入
我
我
入
（
に

ゅ
う
が
が
に
ゅ
う
）
す
。

良
く
観
る
た
め
に
は
良

く
実
践
す
る
こ
と
。
実
践

が
良
く
な
れ
ば
、
観
方
は

さ
ら
に
良
く
な
る
。
「
観

法
」
と
は
、
よ
り
良
く
観
て
い
く
た

め
の
作
法
で
あ
る
。 

 
 

「
観
法
」
―
― 
世
界
を
ど
の
よ
う

に
観
る
か
が
全
て
を
決
め
る
。
怠
る

こ
と
な
く
実
践
に
勤
め
た
い
。（
龍
） 
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檀
信
徒
各
家
精
霊
総
供
養 

盂 
蘭 

盆 

法 

会 
            

八
月
十
五
日
、
朝
九
時
よ
り
当
山

檀
信
徒
各
家
精
霊
総
供
養
「
盂
蘭
盆

法
会
」
を
奉
修
し
ま
し
た
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
の
た
め
、
参
拝
さ
れ
る
方
に
は
マ

ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
、
会
場
の

本
堂
で
は
換
気
を
良
く
す
る
た
め
建

具
を
開
け
る
と
と
も
に
ソ
ー
シ
ャ
ル

デ
ィ
ス
タ
ン
シ
ン
グ
を
施
し
ま
し
た
。 

当
山
で
は
毎
年
、
永
代
供
養
を
さ

れ
て
い
る
お
宅
や
、
盆
行
時
に
お
留

守
を
さ
れ
て
い
た
方
々
に
お
位
牌
を

持
っ
て
お
越
し
い
た
だ
き
、
合
同
で

の
お
盆
の
法
要
を
奉
修
し
て
い
ま
す
。

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
は

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
た
、
当
日
は
「
終
戦
の
日
」
で
あ

り
、
正
午
よ
り
岡
山
ユ
ネ
ス
コ
協
会

さ
ん
主
催
の
「
第
二
十
一
回
平
和
の

鐘
を
鳴
ら
そ
う
」
も
併
催
さ
れ
ま
し

た
。 同

行
事
は
、
国
連
が
２
０
０
０
年

を
「
平
和
の
文
化
国
際
年
」
に
定
め

た
の
を
機
に
、
毎
年
当
山
で
の
実
施

を
続
け
て
い
ま
す
。 

           

「
西
川
」
の
歴
史 

 

第
三
〇
回
寺
子
屋
文
化
講
座 

九
月
九
日
に
行
わ
れ
た
第
三
十
回

寺
子
屋
文
化
講
座
は
、
岡
山
大
学
の

岩
淵
泰
先
生
を
お
招
き
し
、「
西
川
緑

道
公
園
」
を
テ
ー
マ
に
お
話
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

西
川
は
か
つ
て
、
岡
山
市
民
の
生

活
用
水
（
飲
料
用
に
も
）
で
し
た
が
、

明
治
期
に
そ
の
西
川
が
原
因
で
感
染

症
が
流
行
。
そ
の
被
害
を
ま
ぬ
が
れ

よ
う
と
多
く
の
市
民
が
市
に
嘆
願
し

た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
が
全
国
で

八
番
目
と
い
う
異
例
の
速
さ
で
の
上

水
道
整
備
（
三
野
浄
水
場
・
明
治
三

十
八
年
）
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。 

さ
ら
に
戦
後
、
高
度
経
済
成
長
と

と
も
に
西
川
が
ゴ
ミ
で
汚
れ
る
と
い

う
事
態
に
な
り
ま
す
が
、
市
民
自
身

が
清
掃
活
動
を
実
施
。
そ
の
動
き
を

基
に
、
岡
山
市
は
西
川
緑
地
化
計
画

を
提
案
し
、
西
川
を
中
心
と
し
た
「
ま

ち
づ
く
り
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

当
計
画
に
は
、
特
に
西
川
周
辺
の

方
々
よ
り
反
対
意
見
も
出
ま
し
た
が
、

し
か
し
計
画
の
修
正
を
繰
り
返
し
、

昭
和
四
十
九
年
、
つ
い
に
「
西
川
緑

道
公
園
」
の
工
事
着
手
、
同
五
十
八

年
に
完
成
を
迎
え
ま
し
た
。 

以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
同
公

園
で
は
フ
リ
ー
マ
ケ
ッ
ト
や
音
楽
イ

ベ
ン
ト
な
ど
の
催
し
が
数
多
く
実
施

さ
れ
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
、

ま
た
経
済
活
動
の
場
と
し
て
大
い
に

活
躍
を
続
け
て
い
ま
す
。 

西
川
の
魅
力
と
と
も
に
、
市
民
自

身
に
よ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
大
切

さ
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 



奉
修 

施
餓
鬼
法
会 

毎
年
恒
例
の
「
ご
先
祖
・
萬
霊
供

養 

お
せ
が
き
行
」
で
す
が
、
本
年
は

新
型
肺
炎
に
よ
る
影
響
を
鑑
み
、
当

山
境
内
に
て
八
月
二
十
九
日
、
施
餓

鬼
法
会
の
み
を
執
り
行
う
形
で
実
施

し
ま
し
た
。 

東
方
に
向
か
っ
て
施
餓
鬼
棚
を
設

け
る
と
と
も
に
五
如
来
の
幟
幡
を
掲

げ
、「
施
餓
鬼
略
作
法
」
を
奉
修
。
さ

ら
に
は
檀
信
徒
皆
様
よ
り
お
申
し
込

み
い
た
だ
い
た
回
向
塔
婆
に
当
山
長

寿
泉
の
流
水
を
以
て
加
持
供
養
い
た

し
ま
し
た
。 

大
変
暑
い
一
日
と
な
り
ま
し
た
が
、

ご
参
拝
い
た
だ
い
た
皆
様
、
ま
た
、

当
法
会
法
修
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま

し
た
皆
様
に
は
、
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。 

    

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
会
便
り 

 
 

い
つ
も
心
温
ま
る
ご
支
援
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
い
た
だ

い
た
浄
財
は
、
Ｒ
Ｎ
Ｎ
人
道
援
助
宗

教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、

Ａ
Ｍ
Ｄ
Ａ
医
療
支
援
活
動
に
委
託
さ

れ
ま
す
。 

 ◆
志
納
金 

２
０
、
７
４
４
円 

 
 
 

令
和
元
年
七
月
二
十
三
日
～ 

令
和
二
年
九
月
六
日 

 
 

内 

訳 

▼
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金 

 
 
 
 
 
 

 

１
１
、
１
４
４
円 

佐
藤
恭
子
、
山
田
紀
香
、
朝
森
喜

久
子
、
真
部
京
子
、
長
江
志
満
子
、

伊
藤
圭
子 

以
上
六
名 

 
 

▼
東
日
本
大
震
災
救
援
募
金 

 
 
 
 
 
 
 
 

１
、
１
０
０
円 

山
田
紀
香
、
朝
森
喜
久
子
、
長
江
志
満
子 

以
上
三
名 

 
 

▼
九
州
南
部
豪
雨
災
害 

 
 
 
 
 
 
 

８
、
５
０
０
円 

佐
藤
恭
子
、
山
田
紀
香
、
朝
森
喜

久
子
、
真
部
京
子
、
長
江
志
満
子
、 

伊
藤
圭
子
、
谷
口
悦
朗 
以
上
七
名 

              
 

長
泉
寺
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
会
で
は
、

９
月
初
旬
に
九
州
地
方
を
襲
っ
た
台

風
十
号
に
よ
る
被
災
地
へ
の
復
興
支

援
募
金
を
開
始
し
て
お
り
ま
す
。 

引
き
続
き
、
ど
う
ぞ
ご
協
力
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 ◇

長
泉
寺
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
会
◇ 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

総
合
口
座 

１
５
４
６
０ 

３
０
５
３
９
１
１
１ 

郵
便
局
以
外
の
金
融
機
関
か
ら
振
込
む
場
合 

【
店
名
】
五
四
八 

【
店
番
】
５
４
８ 

【
預
金
種
目
】
普
通
預
金 

【
口
座
番
号
】
３
０
５
３
９
１
１ 

魚
籃
観
音
絵
図 

一
軸 

松
坂
帰
庵
書 

 

二
点 

人
見
和
幸
・
雅
子 

岡
山
市
北
区
上
中
野 

 
 

書
道
古
典
名
品
集 

他 

一
式 

犬
飼
征
志 

岡
山
市
北
区
菅
野 

奉 納 

ありがとうございます 

募金箱を寺務所前に設置しております。

ぜひご協力下さいませ。 



哀
悼 

安
宅

あ

た

か

敬け

い

祐す

け

さ
ん 

法
号 

慈
法
院
敬
洲
晴
徳
居
士 

 
 

 
 

     

 

岡
山
市
長
を
二
期
八
年
に
わ
た
っ

て
勤
め
ら
れ
、
ま
た
大
学
教
授
と
し

て
人
材
育
成
に
取
り
組
ま
れ
る
な
ど
、

故
郷
岡
山
に
多
大
な
る
ご
功
績
を
残

さ
れ
た
安
宅
敬
祐
さ
ん
が
今
夏
、
享

年
七
十
九
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
。 

当
山
檀
徒
で
も
あ
る
安
宅
さ
ん
は
、

当
山
会
計
監
査
役
と
し
て
も
約
十
年

に
わ
た
っ
て
ご
奉
仕
下
さ
り
、
東
京

大
学
法
学
部
、
米
国
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
学
ば
れ
た
税
法

学
を
基
に
、
当
山
の
法
人
会
計
を
基

礎
か
ら
支
え
て
下
さ
っ
た
。
ひ
じ
ょ

う
に
心
強
く
、
多
く
の
ご
教
示
も
い

た
だ
き
、
有
り
難
か
っ
た
。 

多
く
の
思
い
出
の
中
で
特
に
思
い

起
こ
さ
れ
る
の
は
、
本
堂
の
改
修
事

業
を
検
討
し
て
い
た
頃
、
正
月
恒
例

の
総
代
会
新
年
互
礼
会
の
席
で
、「
住

職
、
本
堂
の
ハ
ー
ド
面
も
大
事
で
す

が
、
併
せ
て
ソ
フ
ト
面
は
も
っ
と
大

事
で
す
よ
。」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
こ

と
だ
。
実
は
安
宅
さ
ん
の
こ
の
一
言

が
、
現
在
の
寺
子
屋
文
化
講
座
の
開

講
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。 

同
講
座
は
、
岡
山
の
文
化
や
歴
史

を
学
ぶ
こ
と
で
、
そ
こ
に
住
む
私
た

ち
の
何
気
な
い
日
常
に
深
み
と
豊
か

さ
を
も
た
ら
す
こ
と
を
志
向
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
岡
山
を
心

か
ら
愛
さ
れ
て
い
た
安
宅
さ
ん
の
影

響
が
少
な
く
な
い
。
岡
山
の
歴
史
だ

け
で
な
く
、
そ
の
潜
在
能
力
や
未
来

に
つ
い
て
、
誰
よ
り
も
詳
細
に
、
そ

し
て
楽
し
そ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
姿

が
懐
か
し
い
。 

そ
の
法
号
に
は
、
岡
山
を
象
徴
す

る
に
こ
れ
以
上
な
い
「
晴
」
と
い
う

一
字
を
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
遺

徳
を
讃
え
、
菩
提
を
至
心
に
祈
念
い

た
す
次
第
で
あ
る
。 

龍 

門 

合
掌 

「
ホ
ト
ケ
」
の
お
し
え 

 
  
 

日
本
人
は
、「
仏
」
を

「
ほ
と
け
」
と
よ
み
ま
す
。   

そ
れ
は
「
解
（
ほ
ど
け
） 

る
」
か
ら
き
て
い
る
そ
う 

で
す
。
解
明
、
解
放
、
解 

脱
（
げ
だ
つ
）
な
ど
の
意 

味
と
な
り
ま
す
。 

 

古
来
、
日
本
に
は
文
字
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
中
国
の
漢
字
で
よ
み

か
き
し
ま
し
た
か
ら
、
最
古
の
歌
集

『
万
葉
集
』
で
は
、
和
語
（
や
ま
と

こ
と
ば
）
を
漢
字
で
誌
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
あ
ま
り
の
至
難
さ
か

ら
、
万
葉
が
な
が
作
ら
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
こ
ろ
奈
良
時
代
、
仏
教
が
伝

わ
っ
て
梵
語
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

イ
ン
ド
の
梵
文
法
に
よ
り
、
あ
い
う

え
お
「
五
十
音
図
」
が
完
成
し
ま
す
。 

 
こ
れ
は
、
漢
字
の
偏
や
つ
く
り
で

片
カ
ナ
、
く
づ
し
で
平
か
な
が
つ
く

ら
れ
、
見
事
に
整
理
整
頓
が
な
さ
れ

た
わ
け
で
す
が
、
梵
文
に
通
じ
た
仏

教
僧
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
イ
ン

ド
密
教
の
理
解
者
空
海
も
そ
の
中
心

人
物
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。 

 

平
安
時
代
に
な
っ
て
日
本
言
語

「
か
な
も
じ
」
が
完
成
。
お
も
に
和

歌
、
日
記
の
文
字
が
発
展
し
ま
す
。

「
か
な
」
は
表
音
文
字
で
す
か
ら
、

漢
語
の
表
意
文
字
と
は
ち
が
い
ま
す
。

音
が
ま
ず
表
さ
れ
、
こ
ま
や
か
に
記

さ
れ
る
特
有
な
文
章
体
系
を
生
む
。

こ
れ
は
仏
教
用
語
―
―
梵
語
の
影
響

に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
語
（
大
和

こ
と
ば
）
は
梵
文
に
よ
っ
て
確
立
し

た
の
で
す
。
仏
教
が
日
本
人
か
ら
離

れ
ら
れ
な
い
の
は
言
葉
、
そ
の
魂
―

―
言
霊
（
こ
と
だ
ま
）
の
形
成
に
か

か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。 

 

た
と
え
ば
明
治
維
新
。
神
仏
分
離
、

排
仏
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
仏
教
精

神
は
日
本
人
の
心
か
ら
は
離
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
仏
教
が
日
本
語
の
「
か

な
文
字
」
に
深
く
関
わ
り
、
神
道
の

言
葉
（
宣
命
、
和
歌
な
ど
）
の
根
幹

を
な
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
そ
れ

は
無
理
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。 

続 

日本語と真言宗 
名誉住職 光研 



戒
名
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？ 

 
何
事
に
も
多
様
性
が
求
め
ら
れ
る

時
代
。
多
様
な
考
え
、
多
様
な
選
択

が
あ
る
こ
と
は
大
変
望
ま
し
い
こ
と

な
の
で
す
が
、
「
戒
名
は
要
ら
な
い
」

と
い
う
方
も
増
え
て
い
る
よ
う
で

す
・
・
・
。
と
こ
ろ
で
、
戒
名
と
は
一

体
何
で
し
ょ
う
か
？ 

  な
ぜ
戒
名
が
要
る
の
？ 

 

真
言
宗
で
は
、
在
家
信
者
が
正
式

に
仏
弟
子
と
な
る
際
に
は
、
必
ず
菩

薩
の
戒
を
授
か
り
ま
す
。
授
戒
の
際
、

戒
師
で
あ
る
菩
提
寺
の
住
職
よ
り
仏

弟
子
と
し
て
の
名
前
を
授
か
る
の
で

す
が
、
そ
れ
が
即
ち
戒
名
で
す
。 

本
来
は
自
分
の
意
志
で
授
戒
し
、

戒
名
を
授
か
り
、
仏
道
へ
入
る
こ
と

が
望
ま
し
い
の
で
す
が
、
現
代
で
は

葬
儀
の
際
に
授
戒
す
る
こ
と
が
多
く
、

菩
提
寺
の
住
職
は
葬
儀
の
中
で
、
亡

く
な
っ
た
檀
徒
を
授
戒
に
よ
っ
て
仏

道
へ
引
入
し
、
仏
弟
子
と
し
て
戒
名

を
授
与
し
ま
す
。 

故
人
は
仏
弟
子
で
あ
る
が
故
に
成

仏
が
果
た
さ
れ
、
成
仏
を
果
た
そ
う

と
す
る
仏
弟
子
で
あ
る
が
故
に
、
そ

の
遺
族
も
ま
た
成
仏
を
祈
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
当
宗
に
お
い

て
戒
名
は
、
成
仏
を
果
た
す
上
で
必

要
不
可
欠
な
も
の
な
の
で
す
。 

 
 戒

名
（
法
号
）
の
構
成 

一
般
に
戒
名
は
、
六
字
や
九
字
の

も
の
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か
と
思
い

ま
す
が
、
正
し
く
は
そ
の
内
の
二
字

の
み
が
戒
名
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
こ

に
院
号
、
道
号
、
位
号
な
ど
が
加
え

ら
れ
、
左
記
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た

も
の
を
「
法
号
」
と
呼
び
ま
す
。 

 

 

  ○
○
院
△
△
☐
☐
居
士 

こ
の
う
ち
「
院
号
」
と
い
う
の
は
、

菩
提
寺
に
対
し
て
大
き
な
功
績
の
あ

る
檀
徒
が
授
か
る
も
の
で
、
敬
称
で

す
。
御
堂
を
建
て
る
な
ど
の
特
別
な

功
績
の
あ
る
方
に
は
「
院
殿
号
」
と

い
う
特
例
も
稀
に
あ
り
ま
す
。 

「
道
号
」
は
人
柄
や
そ
の
徳
を
表

す
も
の
で
、
通
常
は
二
字
が
あ
て
ら

れ
ま
す
（
用
い
な
い
こ
と
や
四
字
、

六
字
な
ど
の
場
合
も
あ
り
ま
す
）
。 

「
位
号
」
は
そ
の
人
の
信
心
を
表

す
も
の
で
、
通
常
は
「
戒
を
保
つ
在

家
信
者
」
と
い
う
意
味
の
「
信
士

（
男
）・
信
女
（
女
）」、
特
に
信
心
の

深
い
方
に
は
「
居
士
・
大
姉
」
が
授

け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
他
に
も
「
禅
定

門
・
禅
定
尼
」、
子
ど
も
に
は
「
童
子
・

童
女
」、
さ
ら
に
は
徳
を
称
え
る
字
を

別
に
加
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
法
号
の
中
に
俗
名
や
そ
の

人
の
人
生
を
連
想
さ
せ
る
字
を
用
い

て
、
そ
の
人
ら
し
さ
を
表
現
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
法
号
は
、

戒
師
が
受
者
に
対
し
て
、
そ
の
法
号

の
よ
う
な
仏
道
を
歩
む
こ
と
を
願
っ

て
授
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
柄
を

表
す
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
自
分
の
戒

名
で
あ
ろ
う
と
も
、
仏
道
に
入
っ
て

い
な
い
段
階
の
者
が
付
け
る
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
。
希
望
す
る
字
が
あ
る

方
は
、
住
職
に
相
談
を
し
ま
し
ょ
う
。 

戒
名
は
買
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん 

 

上
記
し
た
通
り
、
院
号
や
位
号
は

そ
の
檀
徒
の
信
心
や
功
績
を
称
え
て

菩
提
寺
が
授
け
る
も
の
で
す
の
で
、

具
体
的
に
は
総
代
や
世
話
人
な
ど
、

お
寺
へ
ご
奉
仕
下
さ
る
方
が
そ
の
対

象
と
な
る
こ
と
が
基
本
で
す
。 

他
方
で
現
代
で
は
、
仕
事
や
家
庭

の
事
情
等
で
菩
提
寺
の
世
話
が
出
来

な
い
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
、
奉
仕
と
い
う
形
で
は
な

く
、
経
済
的
に
菩
提
寺
を
護
持
下
さ

る
方
に
、
そ
の
謝
意
と
し
て
院
号
、

位
号
を
授
け
る
こ
と
が
増
え
、
今
で

は
そ
れ
が
一
般
化
し
て
い
ま
す
。 

誤
解
の
な
い
よ
う
に
記
述
し
ま
す

が
、
院
号
や
位
号
に
こ
だ
わ
ら
な
け

れ
ば
戒
名
（
法
号
）
に
費
用
は
か
か

り
ま
せ
ん
。
仏
弟
子
と
成
る
こ
と
自

体
に
お
金
は
要
ら
な
い
の
で
す
。 

た
だ
、
お
寺
は
檀
徒
皆
様
の
お
力

添
え
に
よ
っ
て
護
持
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う

か
そ
の
旨
お
汲
み
取
り
い
た
だ
き
な

が
ら
、
心
地
良
い
範
囲
で
支
え
て
い

た
だ
け
た
ら
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

院
号 

道
号 

戒
名 
位
号 

法 

号 



南方には何が埋まっている？～発掘調査が語る歴史～ 

11 月4 日（水） 19：00～20：30 於：長泉寺本堂 参加無料・予約先着25名限定 

講師 草
くさ

原
はら

孝
たか

典
のり

 先生 岡山市教育員会文化財課長 

  

                        

                          

                          

              

南方の地下にはとんでもない遺跡が眠っています。 

それは弥生時代中期の「南方遺跡」で、今から約 2,200 年以上

前に栄えたムラの跡です。 

発掘調査によって、東西 1.2㎞、南北 1㎞にも及ぶ大きなムラで

あることがすでにわかっており、住居跡や穴、ムラで使われた土

器、石器、木器も多数出土しています。 

今回の講座では、このムラの様子と歴史を紹介し、弥生時代の

ムラの成立と衰退について解説します。 

お寺便り『いづみ』のペーパーレス化にご協力下さい 
 
現在、長泉寺便り『いづみ』は、全檀家様に郵送等で配布させていただいており

ますが、可能な御方には、環境保全の観点から、長泉寺より『いづみ』をダイレク

トメールでお送りさせていただきたいと考えております。 

ご対応いただけます檀徒様には、下記アドレスまでお名前とご住所を記載の上、

メールをご送信下さい。お手数をおかけし恐縮ですが、よろしくお願いたします。 

送信メールアドレス：idumi@chosenji.net 
 

 

毎月一回 

客殿で開催中 

■41回目 

10 月25 日（日） 

13：30－16：00 

■42回目 

11 月23 日（月祝） 

13：30－16：00 
いつも集まったメンバーで楽しくやっています 
どなたでもお気軽にご参加ください（参加無料） 
発熱のある方、体調の悪い方には参加をお見合わ
せ下さい。来場時はマスク着用をお願いします。 

長泉寺御
ご

詠
えい

歌
か

会 
練習 毎週火曜 10 時～12時 

御詠歌は、亡き方への供養とともに、 
自身の仏道修行になります。 
ご一緒にいかがですか？ 

自心を写し 仏法に学ぶ 

長泉寺写経会 
毎月 8日・21日午前 9時～10時半 
真言宗常用経典『般若理趣経』を写経します。 
予約不要ですのでお気軽にご参加下さい。 

参加費 300円 

長泉寺合唱団 ナーガ 

「平和」をテーマに楽しく歌っています。 

どなたでもご参加いただけますので、 

ご一緒にいかがですか？ 
 

レッスン 毎月第１・２・４月曜日 
10時～12時 

場  所  長泉寺本堂 
指  導  佐々木英代先生 
月  謝  2,500円 
問合せ  086-223-7450 


