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南禅寺・田中寛洲新管長に相見

ま
す
。

そ
れ
が
出
来
な
い
の
は
何
と
も

有
る
よ
う
で
す
。

本
来
な
ら
ば
大
勢
の

の
葬
儀
が
多
い
と
聞
き
ま
す
。

舞
に
行
け
な
か
っ

た
の
で
、

最
後
に
言

に
も
影
響
が
出
て
い
ま
す
。

実
施
す
る

こ
の
コ
ロ
ナ
過
で
寺
の
行
事
や
仏
事

禅 の 心

　

言
う
空
し
さ
を
述
べ
る
方
も
い
ま
し
た
。

葉
を
交
わ
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
と

都合により、変更することがあります

行
事
予
定

慮
し
て
い
ま
す
。

日
本
は
、

今
の
と
こ

編集
矢野玄徳　1.4頁

感
染
拡
大
防
止
、

感
染
者
の
治
療
に
苦

ら
隣
近
所
や
親
戚
な
ど
の
絆
を
大
事
に

と
、

誰
が
予
測
し
た
で
し
ょ

う
か
。

新

　
そ
の
お
蔭
か
、

欧
米
や
他
の
感
染
国

経
済
が
立
ち
い
か
な
く
な
り
「

休
業
補

に
し
て
も
感
染
防
止
の
対
応
を
し
な
け

も
次
々
と
後
追
い
で
色
々
な
手
立
て
が

付
金
」

が
支
給
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後

償
」

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
ま

し
た
。

国
民
全
員
に
は
「

特
別
定
額
給

親
戚
も
来
れ
な
い
の
で
、

家
族
だ
け
で

　
更
に
悲
し
い
の
は
、

入
院
中
も
お
見

 
今
年
の
正
月
、

こ
の
よ
う
な
年
に
な
る

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
未
知
の
ウ
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矢野明玄　2.3頁

印刷

イ
ル
ス
に
よ
っ

て
、

世
界
中
が
恐
れ
、

安住寺コピー室

ろ
欧
米
や
イ
ン
ド
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
よ
う

大分県杵築市大字南杵築379

〒873-0002　℡0978-62-2680

の
は
幸
い
で
す
。

し
か
し
、

そ
の
一
方

の
よ
う
な
感
染
爆
発
は
起
き
て
い
な
い
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悲
し
い
限
り
で
す
。

12/12

で
、

人
の
出
入
り
が
無
く
な
り
商
売
が

ま
う
の
が
心
配
で
す
。

人
間
は
、

ど
こ

地
域
や
親
戚
な
ど
が
疎
遠
に
な
っ

て
し

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ

11/20

写
経
会

の
よ
う
な
コ
ロ
ナ
禍
の
日
常
が
定
着
し

八月下旬、南禅寺にて独秀流御詠歌

　
災
害
が
多
発
す
る
今
日
、

常
日
頃
か

十
月
よ
り
朝
６
時
半
か
ら
で
す

納会

納会

合
掌
会
奉
仕
作
業

観
音
講

11/14

11/28

　

が
更
に
増
し
て
い
ま
す
。

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

葬
儀
に
も
影
響
が

な
爆
発
的
な
感
染
拡
大
を
防
い
で
い
ま

フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
期
を
控
え
、

心
配

は
、

ま
だ
完
成
し
て
い
ま
せ
ん
。

イ
ン

す
。

感
染
を
抑
え
る
ワ
ク
チ
ン
の
開
発

を
皆
で
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

い
よ
う
に
行
動
し
、

新
し
い
生
活
様
式

た
。

外
出
を
控
え
、

濃
厚
接
触
を
し
な

合
等
が
中
止
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し

そ
の
よ
う
な
中
、

色
々
な
行
事
や
会

の会合がありました。詠鑑他の和尚方

と山内光雲寺に田中寛洲管長をお訪ね

し、就任のお祝いを申し上げました。そ

の折、玄関前で撮影した一枚です。

語
ら
う
と
こ
ろ
に
大
切
な
意
味
が
あ
り

12/18

写経会 坐禅会

に
会
え
ま
せ
ん
が
、

こ
の
度
は
そ
れ
も

仏
事
の
時
ぐ
ら
い
し
か
兄
弟
や
ご
親
戚

行
う
家
が
多
い
よ
う
で
す
。

昨
今
は
、

方
か
ら
遠
慮
さ
れ
、

家
族
の
み
で
執
り

　

な
さ
れ
て
い
る
状
況
で
す
。

早
朝
坐
禅
会

年
忌
法
要
で
は
、

遠
方
の
ご
親
戚
は
双

早
朝
坐
禅
会

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

仏
事
の
あ
り
方
は
？

見
送
り
を
受
け
て
営
ま
れ
る
と
こ
ろ
、

縁
あ
る
人
達
が
集
い
、

食
事
を
共
に
し

を
偲
び
、

御
先
祖
を
敬
う
と
同
時
に
、

ま
で
も
支
え
合
っ

て
生
き
て
い
く
も
の

　

な
の
で
す
か
ら
。

彼岸法要の様子です。お中日に開催

しました。少人数でしたが熱心にお話を

聞いていただきました。今回は、六波羅蜜の

「禅定」についてのお話でした。小二の小

僧も大きな声で読経しました。

無
理
な
状
況
で
す
。

仏
事
は
、

亡
き
人



 

初
祖
菩
提
達
磨
大
師 

十
月
五
日
は
達
磨
忌
で
す
。
仏
心
宗
あ

る
い
は
達
磨
宗
と
も
い
わ
れ
る
日
本
の

禅
宗
に
は
、
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
・
黄
檗
宗

が
あ
り
ま
す
。 

臨
済
宗
の
寺
院
で
は
「
二
祖
三
仏
忌

（
に
そ
さ
ん
ぶ
っ
き
）」
と
い
っ
て
、
お

釈
迦
様
が
誕
生
し
た
四
月
八
日
の
灌
仏

会
（
か
ん
ぶ
つ
え
）、
お
釈
迦
様
が
悟
り

を
開
か
れ
た
十
二
月
八
日
の
成
道
会
（
じ

ょ
う
ど
う
え
）、
お
釈
迦
様
が
な
く
な
ら

れ
た
二
月
十
五
日
の
涅
槃
会
（
ね
は
ん

え
）
が
三
仏
忌
。
各
寺
院
の
開
山
様
の
命

日
の
開
山
忌
。
そ
し
て
達
磨
大
師
が
お
亡

く
な
り
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
十
月
五
日

の
達
磨
忌
の
五
つ
の
法
要
を
大
切
に
お

参
り
い
た
し
ま
す
。 

今
回
は
、
そ
の
法
要
の
一
つ
達
磨
忌
に

ち
な
ん
で
、
達
磨
大
師
に
つ
い
て
取
り
上

げ
ま
す
。 

お
釈
迦
様
か
ら
数
え
て
二
十
八
代
目

の
祖
師
で
あ
る
。
達
磨
大
師
以
前
に
も
禅

の
教
え
は
あ
り
ま
し
た
が
、
明
確
に
他
の

諸
宗
と
分
け
ら
れ
禅
宗
と
し
て
成
立
し

た
の
は
、
達
磨
大
師
以
降
に
な
る
の
で
初

祖
と
し
て
仰
い
で
い
ま
す
。 

達
磨
大
師
は
、
南
天
竺
（
イ
ン
ド
南
部
）

の
香
至
国
の
第
三
皇
子
で
、
菩
提
多
羅
と

い
う
の
が
本
名
。
生
年
は
は
っ
き
り
し
な

い
が
、
お
よ
そ
千
五
百
年
前
と
さ
れ
る
。

い
く
つ
の
頃
か
定
か
で
な
い
が
、
中
国
の

梁
時
代
、
普
通
元
年
（
五
二
〇
）
に
印
度

か
ら
中
国
に
や
っ
て
き
た
。
一
説
で
は
、

広
東
省
広
州
に
上
陸
。
あ
る
い
は
大
理
国

（
雲
南
省
）
を
経
て
来
た
と
も
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
広
州
の
刑
吏
が
目
撃
し
て
、
印

度
か
ら
変
わ
っ
た
沙
門
が
や
っ
て
き
た

と
梁
国
の
武
帝
に
報
告
し
た
。 

武
帝
は
大
変
熱
心
な
仏
教
信
者
だ
っ

た
。
あ
る
時
武
帝
は
、
都
が
あ
る
金
陵
（
現

在
の
南
京
）
の
宮
中
に
達
磨
大
師
を
招
き
、

問
答
を
し
ま
す
。 

武
帝
：「
貴
僧
は
ど
ん
な
教
法
を
も
っ
て
、

衆
生
を
済
度
さ
れ
る
の
か
」 

達
磨
：
「
一
字
の
教
え
も
持
っ
て
き
て
い

ま
せ
ん
」 

武
帝
：
「
朕
は
、
即
位
以
来
、
寺
を
建
て

人
を
救
い
、
写
経
を
し
、
仏
像
も
作
っ
た

が
、
い
か
な
る
功
徳
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」 

達
磨
：「
無
功
徳
」 

達
磨
大
師
は
さ
ら
に
、 

達
磨
：
「
そ
れ
ら
の
こ
と
は
、
み
な
形
に

現
れ
た
有
為
の
善
行
で
は
あ
り
、
真
の
功

徳
と
は
言
え
ぬ
」 

武
帝
：
「
で
は
、
真
の
功
徳
と
は
一
体
如

何
な
る
も
の
か
」 

難
し
く
言
う
と
、
如
何
な
る
か
是
れ
聖

諦
第
一
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
法
の
ギ
リ

ギ
リ
の
と
こ
ろ
、
真
に
尊
い
と
こ
ろ
の
も
の

は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
と
武
帝
は
問
う

た
の
だ
。 

達
磨
：
「
廓
然
無
聖
（
か
く
ね
ん
む
し
ょ

う
）」 

 

廓
然
と
は
、
か
ら
り
と
し
て
何
も
な
い

こ
と
で
、
無
聖
と
は
、
聖
な
ん
て
も
の
は

無
い
こ
と
で
あ
る
。
か
ら
り
と
し
て
聖
も

賎
も
な
い
と
こ
ろ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

仏
法
を
手
厚
く
保
護
し
信
仰
し
て
き
た

武
帝
は
声
を
あ
ら
げ
て
、 

武
帝
：「
朕
に
対
す
る
者
は
誰
だ
」 

と
い
っ
た
。
達
磨
大
師
は
、 

達
磨
：「
不
識
」 

知
ら
ぬ
。
と
答
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
。 

結
局
、
御
利
益
、
功
徳
を
求
め
仏
法
を

保
護
し
た
武
帝
と
、
只
ひ
た
す
ら
正
し
い

仏
教
を
広
め
伝
え
よ
う
と
す
る
達
磨
大

師
と
の
問
答
で
、
二
人
の
心
は
か
み
合
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

こ
の
後
、
達
磨
大
師
は
魏
の
国
の
嵩
山

少
林
寺
に
行
き
、
只
ひ
た
す
ら
に
面
壁
九

年
の
坐
禅
修
行
に
打
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。 

 
さ
て
、
達
磨
大
師
が
唱
え
た
と
さ
れ
る

禅
の
根
本
思
想
が
「
不
立
文
字
」「
教
外

別
伝
」「
直
指
人
心
」「
見
性
成
仏
」
の
四

聖
句
（
し
せ
い
く
）
で
あ
る
。 

【
不
立
文
字
（
ふ
り
ゅ
う
も
ん
じ
）】 

文
字
を
立
て
な
い
と
は
、
経
典
な
ど
の

文
字
や
言
葉
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
だ

け
で
は
十
分
に
表
現
出
来
な
い
も
の
が

あ
る
こ
と
。
悟
り
の
境
地
は
、
文
字
で
は

表
し
得
な
い
純
粋
経
験
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。 

妙
心
寺
の
管
長
も
務
め
ら
れ
た
、
山
本

玄
峰
老
師
は
「
言
葉
を
聞
き
、
読
ん
で
考

え
る
の
で
は
な
い
。
本
来
の
意
味
を
先
に

つ
か
ん
で
か
ら
言
葉
を
味
わ
え
」
と
言
わ

れ
た
。 

【
教
外
別
伝
（
き
ょ
う
げ
べ
つ
で
ん
）】 

他
の
仏
教
宗
派
は
全
て
経
典
な
ど
の

教
学
を
持
っ
て
い
る
が
、
禅
宗
は
よ
っ
て

立
つ
経
典
を
持
た
ず
、
師
弟
間
の
心
か
ら

心
へ
と
直
接
法
を
伝
え
る
こ
と
に
重
き

を
置
き
ま
し
た
。
頭
脳
で
考
え
る
の
で
は

な
く
全
身
で
考
え
る
こ
と
が
最
も
大
切

で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

南
禅
寺
管
長
で
あ
っ
た
柴
山
全
慶
老

師
は
「
不
立
文
字
・
教
外
別
伝
と
は
、
あ

ら
ゆ
る
概
念
的
主
張
や
教
訓
に
繋
縛
（
け

ば
く
）
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
」
と

説
か
れ
た
。 

【
直
指
人
心
（
じ
き
し
に
ん
し
ん
）】 

直
ち
に
人
の
心
を
指
す
と
は
、
い
た
ず

ら
に
外
に
ば
か
り
眼
を
注
が
ず
に
自
己

の
心
を
よ
く
見
つ
め
て
、
直
に
つ
か
む
が

よ
い
と
い
う
こ
と
。
次
の
見
性
成
仏
と
セ

ッ
ト
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。 

【
見
性
成
仏
（
け
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う
ぶ
つ
）
】 

四
聖
句
の
中
で
最
も
重
要
な
句
で
、
自

ら
が
備
え
て
い
る
仏
性
に
目
覚
め
れ
ば
、
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仏
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
仏
と

は
本
来
の
自
己
に
立
ち
返
る
と
い
う
こ

と
。 夢

窓
国
師
は
『
夢
中
問
答
』
の
中
で
、

「
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
例
え
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
、「
酒
に
酔
っ
て
本
心
を
失

っ
て
い
る
酔
狂
の
状
態
か
ら
、
酔
い
が
に

わ
か
に
醒
め
て
、
本
心
に
戻
っ
た
よ
う
な

も
の
」
と
。 

坐
禅
を
通
し
て
、
直
指
人
心
、
見
性
成

仏
す
る
こ
と
は
、
達
磨
大
師
が
武
帝
に
答

え
た
廓
然
無
聖
の
境
地
を
得
る
こ
と
で

あ
り
、
達
磨
大
師
は
功
徳
を
求
め
る
武
帝

に
「
不
識
」
と
答
え
た
の
は
、
見
性
成
仏

こ
そ
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
分
か

ら
せ
た
い
が
た
め
の
、
大
慈
悲
心
で
あ
っ

た
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

時
折
お
寺
で
坐
禅
会
を
申
し
込
む
方

に
「
坐
禅
を
す
る
と
何
か
良
い
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
」
と
質
問
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
同
様
に
、
坐
禅
や
厳
し
い
修
行
を

す
る
の
は
何
か
の
力
を
得
た
い
為
、
ま
た

功
徳
を
求
め
る
為
だ
と
思
う
方
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
決
し
て
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
目
的
を
求
め
る
こ
と
な
く
、

只
ひ
た
す
ら
に
坐
禅
を
し
、
ひ
た
す
ら
に

修
行
を
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
大
切
な
の

だ
と
言
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
禅
で
す
。 

《
参
考
文
献
》 

・『
禅
の
本
』
学
習
研
究
社2003 

・
水
上
勉
『
禅
と
は
何
か
・
そ
れ
は
達
磨
か
ら
始
ま
っ
た
』 

新
潮
選
書2003 

彼彼彼   

岸岸岸   

ををを   

終終終   

えええ   

ててて   

暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
と
言
い
ま
す
が
、
コ

ロ
ナ
や
自
然
災
害
も
あ
り
な
が
ら
、
彼
岸
を
迎

え
て
み
れ
ば
、
夏
場
の
猛
暑
を
忘
れ
る
過
ご
し

や
す
い
日
が
訪
れ
ま
し
た
。 

大
分
県
内
で
は
、
コ
ロ
ナ
感
染
者
の
増
加
は

小
康
状
態
で
、
身
近
で
の
感
染
者
も
な
く
安
堵

し
て
お
り
ま
す
が
、
経
済
的
な
影
響
を
受
け
て

い
る
話
は
彼
方
こ
ち
ら
で
耳
に
し
ま
す
。 

写
真
は
八
月
三
日
の
施
食
会
の
様
子
で
す
。

法
要
だ
け
の
お
勤
め
で
し
た
が
、
四
十
名
ほ
ど

の
方
が
お
参
り
さ
れ
ま
し
た
。
社
会
全
体
の
流

れ
と
同
じ
く
、
お
寺
の
行
事
や
会
合
も
ほ
と
ん

ど
中
止
や
縮
小
。
人
と
の
ご
縁
も
少
な
く
な
り

さ
み
し
く
な
り
ま
し
た
。 

 

コ
ロ
ナ
対
策
と
経
済
再
生
の
両
輪
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
寒
く
な
る
に
つ
れ
て
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
も
心
配
で
す
。
顔
の
三
分
の
二
が
マ
ス

ク
に
覆
わ
れ
お
話
し
す
る
日
を
卒
業
し
て
、
和

顔
施
（
無
財
の
七
施
の
一
つ
）
の
明
る
い
笑
顔

や
ほ
ほ
え
み
を
与
え
合
う
日
が
来
ま
す
よ
う
に
。 

＊
秘
仏
観
音
御
開
帳
事
業
ご
報
告
＊ 

境
内
環
境
整
備 

九
月
二
十
六
日
よ
り
、
か
ね
て
よ
り
お
知

ら
せ
し
て
お
り
ま
し
た
、
境
内
墓
地
西
側
の

側
溝
整
備
な
ら
び
に
駐
車
場
・
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
道
の
工
事
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
杵
築

建
設
の
施
工
で
、
期
間
は
十
一
月
末
ま
で
を

予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

 

現
在
は
、
表
土
を
削
り
平
に
均
し
て
い
ま

す
。
そ
の
後
、
墓
地
境
界
の
石
積
、
側
溝
整

備
。
最
後
に
駐
車
場
の
整
地
と
進
め
る
予
定

で
す
。 

工
事
の
費
用
は
、
工
事
対
象
地
に
墓
地
が

有
っ
た
方
の
移
設
費
用
を
含
み
、
五
百
万
円

余
り
掛
か
る
予
定
で
す
。
お
墓
参
り
の
際
な

ど
に
何
か
と
ご
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
こ
と
が

あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

《 

日 

々 

是 

好 

日 

》 

★
八
月
三
日
、
山
門
施
食
会
・
コ
ロ
ナ
渦

中
の
為
法
要
の
み
の
お
勤
め
。
★
八
月
七

日
、
杵
築
市
無
縁
供
養
★
八
月
七
日
～
十

五
日
、
棚
経
参
り
。
今
年
も
長
男
と
次
男

三
男
の
双
子
も
お
参
り
致
し
ま
し
た
。
来

年
は
次
男
三
男
も
小
三
年
に
な
り
ま
す
。

一
人
で
棚
経
参
り
が
出
来
れ
ば
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
★
前
回
の
寺
報
お
盆
号
で

は
、
護
持
会
費
と
境
内
墓
地
の
管
理
料
を

お
願
い
致
し
ま
し
た
。
色
々
と
出
費
が
嵩

む
折
に
、
ご
協
力
い
た
だ
き
心
よ
り
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
市
外
、
県
外
の
方
も
お

振
込
み
頂
き
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
★
八

月
は
月
例
行
事
を
お
休
み
し
て
い
ま
し

た
が
、
九
月
よ
り
再
開
し
て
お
り
ま
す
。

坐
禅
会
・
写
経
会
等
、
ご
参
加
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。
★
九
月
十
九
日
、
合
掌
会

役
員
会
。
敬
老
会
中
止
に
よ
る
お
祝
い
品

配
布
。
バ
ス
旅
行
中
止
確
認
。
奉
仕
作
業

に
つ
き
ま
し
て
は
お
寺
の
都
合
で
、
十
一

月
二
十
七
日
（
金
）
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。
ご
協
力
お
願
い
致
し
ま
す
。
★
九
月

二
十
三
日
、
八
月
末
の
台
風
八
号
の
落
雷

に
よ
り
故
障
し
て
お
り
ま
し
た
火
災
報

知
機
を
取
り
替
え
。
火
災
保
険
が
適
用
さ

れ
ま
し
た
。
★
十
月
四
日
、
貴
布
祢
神
社

大
祭
★
市
外
、
県
外
の
檀
家
の
方
に
は
寺

報
を
郵
送
し
て
お
り
ま
す
が
、
時
折
宛
先

不
明
で
戻
っ
て
き
ま
す
。
転
居
さ
れ
る
方

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
寺
の
方
に
も
ご
連

絡
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
 
 

合
掌 

写真奥が墓地ならびに位牌堂・観音堂の屋根です。 

(3)令和 2年 10月 1日               安住寺だより                  第 172号 



 
 （4）　令和２年10月1日　 安住寺だより（秋季号）

メ
が
減
収
し
、

漁
場
変
化
に
よ
る

と
新
聞
で
報
道
さ
れ
て
い
た
。

コ

や
サ
ン
マ
が
獲
れ
な
く
な
っ

て
い

れ
て
い
る
し
、

外
洋
で
は
マ
グ
ロ

る
の
も
温
暖
化
の
影
響
ら
し
い
。

の
海
に
生
息
す
る
魚
が
水
揚
げ
さ

が
見
込
ま
れ
る
し
、

家
畜
に
も
影

上
昇
に
よ
る
品
質
低
下
や
収
量
減

災
害
に
復
旧
と
保
全
に
多
額
の
費

漁
業
に
も
影
響
す
る
。

多
発
す
る

積
雪
量
の
減
少
は
渇
水
を
招
き
、

豪
雨
災
害
が
発
生
す
る
。

一
方
、

台
風
や
豪
雨
の
後
、

海

に
は
大
量
の
ゴ
ミ
が
流
れ

て
き
ま
す
。

根
の
付
い
た

大
木
か
ら
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル

漁
に
使
う
よ
う
な
発
泡
ス

チ
ロ
ー

ル
な
ど
。

そ
れ
ら

右は台風10号

で散った境内の

落ち葉。左は杵

築大橋のたもと

に打ち寄せられ

た大量のゴミ。

が
、

毎
年
の
よ
う
に
発
生
し
て
い

た
。

五
十
年
に
一
度
と
言
う
災
害

害
で
大
き
な
被
害
が
発
生
し
ま
し

増加する自然災害

地球の温暖化が原因か

先
日
、

環
境
省
の
報
告
で
「

一

警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

起
き
て
い
る
と
、

あ
ち
こ
ち
か
ら

化
に
よ
る
地
球
規
模
の
大
変
化
が

次
産
業
に
重
大
な
影
響
が
出
る
」

る
。

多
く
の
人
が
流
さ
れ
た
り
、

　
今
年
も
台
風
な
ど
に
よ
る
風
水

影
響
が
深
刻
と
い
う
の
で
す
。

会福祉協議会の「長寿番付」によ

東大内山

藤原ユリコ

は
、

小
さ
な
マ
イ
ク
ロ
プ

ラ
ス
チ
ッ

ク
と
な
り
、

地

球
上
の
生
物
に
悪
影
響
が

阿部　睦子

西大内山

東大内山

94

年前の倍になりました。95歳で

95

98

もまだ幕下です。安住寺の番付を

広島市田辺　コウ

亡くなりになりました。杵築市社

同２

部草平さん、矢野エミさんが90歳

です。近い内に、90歳でも番付

に載らない人が出てきそうです。

井上恵美子

前頭１

同３

同５

土肥　妙子

同６

ると百歳以上の方が46名です。5

コ
メ
以
外
の
農
作
物
に
も
、

気
温

96

工藤　絹子

麻生　蓮生

同３

諸富　タマ

既
に
、

別
府
湾
で
も
沖
縄
な
ど

　

及
ぶ
こ
と
に
な
る
。中村千代子 100

97 西大内山

同

95

田椽美智子

90

是久　義則

96

麻生　秀子

南台東

東

第172号

 令和2年9月17日を基準日にした番付表です（敬称略）

102 城　山

西おすまい 御免蒙

100

年齢

家
や
農
地
を
失
い
ま
し
た
。

温
暖

令和２年度　長寿番付表　安住寺敬老場所

田代ハツコ

藤の川

川崎市

日
本
近
海
の
海
水
温
上
昇
が
台

響
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

化
の
影
響
は
限
り
な
く
拡
大
す
る
。

用
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。

温
暖

99平野　芳彦

年齢

風
の
発
生
、

強
大
化
に
つ
な
が
り

96

阿部　榮藏

同８

諸冨　サヨ

十両１

木付　幸子

大石　勝子

同７

同12

同２

同８

同６

同４ 作りましたが、紙面の都合でこの

人数です。他に渡邉健治さん、安

百歳になられる河野サワさんがお

原　ヨシ子 93

永代橋

江藤モリ子 95

加藤マサ子

祝長寿小結

藤の川

東大内山

小玉　和江

同

同

同

98

同４

東大内山

柏屋小夜子 97 宗　近

横綱

大関

弓　町

おすまい

99古田　初子

96 南台東

関脇

東大内山

阿部ヤエ子

杉　山

同

別府市

西　上

同７

西下司

宗　近

清末　鈴子 94

荒巻　ミヨ

新　興

煙硝倉

92

92

東下司

藤の川

94

宗田　初子 92

麻生　義子 93

川上　　浩 92

90 杉　山

90 大分市

91 西下司

南台西

大分市

西大内山

90

西大内山

同９

同11

同５

上園ナミ子

河地　辰馬同10

秦　エミ子 91

91

90 魚　町

91 東大内山

藤原　和子 90

下原　正徳

藤原　サト 90

東下司

杉　山

阿部ノブ子 95 西下司

麻生　博行 95 藤の川

94 東下司

岩口　花子 93 守　末

上　美枝子 95 座間市

須賀　悦子 94

二宮　しん 93 猪　尾

藤原ヒサコ 93 西大内山

麻生恵美子 92 中　平

宮脇　　昭 92 横浜市

八坂　周子 92 杉　山

渡邉チカ子 92 西下司

廣石フサエ 91 宗　近

是久　和子 91 西下司

藤原　常一 91 西大内山

吉田　八重 91 永代橋

藤の川

土谷　岩治 90 天　満

山本　　治 90 大分市

麻生　トキ 90

廣石　須美 90 東下司

藤原　定喜 90 行橋市

綾部　昇吉 90 谷　町

　今年、日本国内で100歳以上の

高齢者が８万人を超したと報道さ

れていました。安住寺も３名の方

がおられます。先日、後ひと月で

須賀　ミヤ


