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今
か
ら
百
年
前
に
世
界
的
大
流
行
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は

世
界
人
口
の
二
十
七
％
に
あ
た
る
五
億
人
の
人
が
感
染
し
た

と
い
い
ま
す
。
西
光
寺
の
先
々
々
代
の
第
十
七
世
靈
道
上
人

も
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
よ
り
四
十
一
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
。
近
年
頻
発
す
る
天
災
は
目
に
見
え
る
恐
怖
を
我
々

に
与
え
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
猛
威
は
目
に
見
え
な
い
恐
怖
を
我
々
に
与
え
て
い
ま
す
。 

  

お
釈
迦
様
は
苦
し
み
か
ら
ど
う
す
れ
ば
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
そ
の
方
法
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
一
つ
に
八
正
道
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
読
ん
で
字
の

ご
と
く
八
つ
の
正
し
い
道
で
す
。
そ
の
中
に
「
正
見
」
「
正

思
惟
」
「
正
語
」
「
正
業
」
が
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
言
え

ば
、
正
し
く
見
、
正
し
く
考
え
、
正
し
い
言
葉
を
使
い
、
正

し
い
行
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
字
づ
ら
だ
け
を
み

る
と
子
供
で
も
分
か
る
簡
単
な
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
そ
う

と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
ま
る
で
正
反
対
の
行
動
を
私
達
は

し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
初
め
て
経
験
す
る
事

態
に
直
面
し
た
時
、
何
が
「
正
し
い
」
こ
と
な
の
か
が
分
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

今
ま
で
の
地
震
や
台
風
、
大
雪
な
ど
の
天
災
と
こ
の
度
の

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
根
本
的
な
違
い
は
自
分
も
当
事
者
で

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
支
援
活
動
だ
絆
だ
な
ど

と
言
っ
て
い
る
余
裕
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
ん

で
も
な
い
日
常
が
な
ん
と
有
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
辛

抱
、
堪
忍
の
日
々
は
ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
で
す
。
い
つ
か
夜

が
明
け
朝
が
来
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
・
・
・ 

合
掌 
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う
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し
ゆ
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ょ
う
ご 

し
ょ
う
け
ん 

し
ょ
う 
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あ
る
面
接
風
景
で
す
。
面
接
官
が
仕
事
内
容
を
伝
え

ま
す
。
こ
の
職
業
は
一
体
何
で
し
ょ
う
。 

  

簡
単
な
仕
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
て
も
重
要
な
仕

事
で
す
。 

・
役
職
は
現
場
総
監
督
で
す
。
し
か
し
役
職
は
流
動
的

で
、
仕
事
上
の
責
任
は
非
常
に
広
範
囲
で
す
。 

・
さ
ら
に
ほ
ぼ
全
て
の
時
間
、
立
ち
作
業
と
屈
ん
だ
姿

勢
で
作
業
す
る
た
め
、
と
て
も
体
力
を
必
要
と
し
ま

す
。 

・
仕
事
時
間
は
基
本
的
に
週
七
日
、
毎
日
二
十
四
時

間
。
休
憩
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

・
こ
の
職
位
に
は
交
渉
力
と
交
際
力
が
求
め
ら
れ
、
医

学
・
金
融
学
・
栄
養
学
な
ど
に
も
通
じ
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
複
数
の
役
職
を
兼
任
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。 

・
常
に
周
り
に
注
意
を
払
い
、
時
に
は
徹
夜
も
あ
り
ま

す
。 

・
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
時
間
は
諦
め
て
も
ら
い
ま
す
。
事

実
上
、
休
み
な
し
で
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
、
感
謝
祭
、
お

正
月
な
ど
は
仕
事
量
が
も
っ
と
増
え
ま
す
。 

・
こ
の
役
職
で
得
ら
れ
る
給
料
は
〇
円
で
す
。
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
よ
う
な
感
じ
で
、
完
全
無
給
で
す
。 

・
ち
な
み
に
今
こ
の
職
に
つ
い
て
い
る
人
は
十
億
人
ほ

ど
い
ま
す
。 

 

も
う
お
分
か
り
で
し
ょ
う
。
正
解
は
「
母
親
」
で

す
。
こ
れ
は
グ
リ
ー
テ
ィ
ン
グ
カ
ー
ド
な
ど
文
房
具
を

販
売
す
る
ア
メ
リ
カ
のC

ardstore

が
制
作
し
た
映
像
の

様
子
で
す
。
映
像
の
最
後
に
は
、
母
の
日
に
手
紙
で
感

謝
を
届
け
ま
し
ょ
う
と
一
言
。
実
に
よ
く
で
き
て
い
ま

す
。 

  

一
般
社
団
法
人 

日
本
記
念
日
協
会
な
る
組
織
が
あ

る
よ
う
で
す
。
記
念
日
文
化
の
発
展
を
願
い
設
立
さ
れ

た
と
は
な
ん
と
も
微
笑
ま
し
い
団
体
で
す
。
企
業
や
団

体
に
限
ら
ず
個
人
で
も
「
〇
月
〇
日
を
〇
〇
の
日
と
し

た
い
！
」
と
記
念
日
の
申
請
が
で
き
る
そ
う
で
す
。
い

ろ
い
ろ
審
査
が
あ
り
、
費
用
も
か
か
り
ま
す
が
。
そ
れ

に
し
て
も
日
本
人
は
語
呂
合
わ
せ
が
好
き
で
す
。
八
月

六
日
は
ハ
ム
の
日
、
八
月
七
日
は
花
の
日
・
鼻
の
日
、

八
月
八
日
は
葉
っ
ぱ
の
日
、
八
月
九
日
は
ハ
グ
の

日
・
・
・
三
百
六
十
五
日
毎
日
〇
〇
の
日
が
あ
り
ま

す
。 

  

家
族
に
関
す
る
記
念
日
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
一

通
り
あ
り
ま
し
た
。 

誰
で
も
知
っ
て
い
る
の
は
、 

 

・
五
月
五
日 

こ
ど
も
の
日
。 

 

・
五
月
第
二
日
曜 

母
の
日
。 

 

・
六
月
第
三
日
曜 

父
の
日
。 

 

・
九
月
第
三
月
曜
日 

敬
老
の
日
。 

少
し
知
名
度
は
落
ち
ま
す
が
、 

 

・
十
一
月
二
十
二
日
は
い
い
夫
婦
の
日
。
不
覚
に
も

私
、
こ
の
日
に
入
籍
し
ま
し
た
（
笑
） 

ほ
と
ん
ど
誰
も
知
ら
な
い
の
は 

 

・
一
月
三
十
一
日 

愛
妻
家
の
日
（
１
を
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
Ｉ
（
ア
イ
）
と
読
む
） 

 

・
七
月
第
日
曜 

親
子
の
日
。 

 

・
十
月
第
三
日
曜 

孫
の
日
等
々
。 

  

中
で
も
、
も
う
す
ぐ
や
っ
て
く
る
母
の
日
は
そ
の
経

済
効
果
は
千
億
円
以
上
と
も
い
わ
れ
、
そ
の
市
場
規
模

は
年
々
増
加
し
て
い
る
よ
う
で
す
。 

  

母
の
日
回
向
と
い
う
法
要
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
供
養
す
る
対
象
が
母
親
に
特
化
し
て
い
る
と
い
う

も
の
で
す
。
母
が
今
は
亡
き
人
に
な
っ
て
い
て
も
気
持

ち
は
届
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
仏
壇
に
、
お
墓
に
お

参
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
こ
の
度
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
で
、
家
族
と
家
で
過
ご
す
時
間
が
増
え
た

方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
来
た
る
母
の

日
、
父
の
日
に
仏
壇
に
、
手
を
合
わ
せ
て
み
る
と
い
う

の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
の
思
い
出
を
子
や
孫
に
話
し
て
あ
げ
て
く
だ

さ
い
。 

  

そ
し
て
母
の
日
以
外
に
も
お
参
り
を
す
べ
き
日
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
誕
生
日
で
す
。 

  

諸
人
よ 

思
い
知
れ
か
し 

 

己
が
身
の
誕
生
の
日
は 

母
受
難
の
日  

靈

閑

だ

よ

り 
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え
こ
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人
は
亡
く
な
る
と
、
ま
ず
湯
灌
と

い
う
儀
式
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。

人
生
の
最
後
に
文
字
通
り
お
風
呂
に

入
れ
て
あ
げ
る
こ
と
な
の
で
す
が
、

こ
れ
も
ち
ゃ
ん
と
し
た
儀
式
の
一
つ

な
の
で
す
。
沐
浴
と
も
い
い
ま
す
。

沐
浴
と
い
う
と
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス

河
で
の
朝
の
風
景
が
思
い
浮
か
び
ま

す
が
、
身
を
浄
め
る
と
い
う
点
で
は

同
じ
こ
と
で
す
。
沐
浴
偈
と
い
う
湯

灌
の
際
に
唱
え
る
短
い
お
経
も
あ
り

ま
す
。
今
で
は
こ
の
湯
灌
に
僧
侶
が

立
ち
会
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、

本
来
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
唱
え
な
が

ら
行
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
次
ペ
ー

ジ
に
参
考
ま
で
に
記
し
て
お
き
ま

す
。
も
し
湯
灌
に
立
ち
会
う
こ
と
が

あ
れ
ば
心
の
中
で
唱
え
て
み
て
下
さ

い
。 

 
 

 

 

訃
報
の
連
絡
を
受
け
て
、
す
ぐ
に

お
宅
に
行
き
故
人
の
枕
元
で
あ
げ
さ

せ
て
頂
く
お
勤
め
を
枕
経
と
い
い
ま

す
が
、
こ
の
枕
経
は
懴
悔
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
懴
悔
と
は
、
自
ら
が
今
ま

で
の
人
生
で
犯
し
て
き
た
数
多
く
の

罪
深
い
こ
と
を
仏
さ
ま
、
そ
し
て
皆

の
前
で
洗
い
ざ
ら
い
告
白
し
て
、
許

気
に
な
る
・
・
・ 

 

「
浄
め
る
」
と
い
う
こ
と 

も
く
よ
く 

ゆ
か
ん 

さ
ん
げ 

ま
く
ら
き
ょ
う 

も
く
よ
く
げ 

4 

枕
経
に
お
け
る
湯
灌
と
僧
侶
の
修
行
は
同
じ

 

き
よ 



 

し
を
請
い
、
仏
の
道
に
進
む
こ
と
を
誓
う
こ
と
で

す
。
本
人
は
亡
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
自

分
の
口
で
言
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
代
わ
り
に

僧
侶
が
枕
元
で
そ
の
懴
悔
の
お
経
を
読
ま
せ
て
頂

き
ま
す
。 

 

人
は
亡
く
な
る
と
、
阿
弥
陀
仏
が
お
迎
え
に
来

ら
れ
ま
す
。
浄
ら
か
な
仏
さ
ま
の
国
に
往
く
の
で

す
か
ら
、
そ
の
前
に
文
字
通
り
身
も
心
も
き
れ
い

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

私
達
人
間
は
一
日
生
き
る
だ
け
で
も
数
多
く
の

命
を
食
事
と
し
て
頂
き
ま
す
。
そ
し
て
法
律
に
触

れ
る
罪
は
犯
さ
な
く
と
も
、
日
々
嘘
を
つ
き
、
悪

口
を
言
い
、
他
人
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
罪
深
い
こ

と
を
数
多
く
犯
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
罪
を
湯

灌
、
懴
悔
と
い
う
形
で
洗
い
流
し
、
身
体
の
内
も

外
も
、
つ
ま
り
身
も
心
も
浄
ら
か
に
な
っ
て
、
よ

う
や
く
お
浄
土
と
い
う
仏
さ
ま
の
浄
ら
か
な
国
へ

往
く
準
備
が
で
き
る
わ
け
で
す
。 

  

我
が
宗
派
で
は
僧
侶
に
な
る
際
、
老
若
男
女
す

べ
て
の
人
は
加
行
と
い
う
修
行
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
修
行
の
中
で
水
を
か
ぶ
る
水
行
と

よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
湯
灌
と
同

じ
意
味
が
あ
り
ま
す
。
似
て
非
な
る
点
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
湯
灌
は
水
が
心
地
の
良
い
適
温
に
整
え

ら
れ
ま
す
が
、
水
行
は
寒
風
吹
き
す
さ
ぶ
屋
外
に

て
、
フ
ン
ド
シ
一
丁
の
姿
で
無
慈
悲
な
ま
で
に
冷

え
切
っ
た
水
を
か
ぶ
る
と
い
う
点
で
す
。
行
者
が

こ
の
水
を
か
ぶ
る
際
に
も
先
の
沐
浴
偈
を
唱
え
て

か
ら
か
ぶ
り
ま
す
。
四
時
、
十
時
、
十
五
時
と
一

日
に
三
度
本
山
の
全
お
堂
を
回
り
お
勤
め
を
し
て

い
く
の
で
す
が
、
そ
の
お
勤
め
に
出
る
前
に
水
を

か
ぶ
っ
て
い
く
の
で
す
。
清
浄
な
る
お
堂
に
行

き
、
仏
さ
ま
の
前
で
お
経
を
あ
げ
さ
せ
て
頂
く
わ

け
で
す
か
ら
、
そ
の
当
人
が
身
も
心
も
浄
ら
か
に

し
て
か
ら
行
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
気
合
い
を
入

れ
る
た
め
に
水
を
か
ぶ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
寒
い
た
め
に
、
沐
浴
偈
を
あ
げ
る

声
は
大
き
く
な
り
、
自
然
と
気
合
い
が
入
り
、

「
よ
っ
し
ゃ
ー
気
張
っ
て
い
こ
ー
ぜ
」
と
体
育
会

系
的
な
行
相
を
呈
す
る
の
は
事
実
で
す
。 

  

ど
う
ぞ
皆
さ
ま
お
風
呂
に
入
る
際
に
は
、
上
記

の
沐
浴
偈
を
唱
え
な
が
ら
、
か
け
湯
を
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
気
持
ち
だ
け
で
も
心
浄
ら
か
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

け
ぎ
ょ
う 

す
い
ぎ
ょ
う 
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大
般
若
経
。
正
式
名
、
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
。
お
釈
迦

様
の
説
か
れ
た
お
経
の
中
で
も
最
も
長
い
お
経
で
す
。
ご

存
じ
般
若
心
経
と
名
前
が
似
て
い
ま
す
が
、
般
若
心
経
が

二
百
六
十
文
字
程
度
の
分
量
な
の
に
対
し
て
、
大
般
若
経

は
五
百
万
字
、
六
百
巻
も
あ
り
ま
す
。
般
若
心
経
が
二
、

三
分
で
読
め
る
の
に
対
し
、
大
般
若
経
は
一
日
一
冊
読
ん

で
も
一
年
半
か
か
り
ま
す
。 

  

こ
の
大
般
若
経
は
西
遊
記
の
主
人
公
の
三
蔵
法
師
の
モ

デ
ル
と
な
っ
た
唐
の
玄
奘
三
蔵
が
最
晩
年
四
年
余
り
の
年

月
を
か
け
て
訳
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
大
般
若
経
が
実
は

西
光
寺
に
も
あ
る
の
で
す
。
な
ぜ
三
年
前
の
寺
宝
展
を
し

た
際
に
出
さ
な
か
っ
た
の
か
は
、
単
に
め
ん
ど
く
さ
か
っ

た
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
も
見
た
こ
と

の
な
か
っ
た
大
般
若
経
を
、
こ
の
度
一
念
発
起
し
て
、
物

入
の
奥
底
か
ら
引
き
出
し
、
一
冊
ず
つ
掃
除
・
虫
干
し
を

し
ま
し
た
。 

  

実
は
こ
の
大
般
若
経
は
正
確
に
は
西
光
寺
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
大
塩
に
昔
、
潮
照
寺
（
天
台
宗
）
と
い
う

お
寺
が
明
治
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
潮
照
寺
は
大
塩
天

満
宮
を
守
る
神
宮
寺
（
宮
寺
）
で
し
た
が
、
明
治
時
代
の

神
仏
分
離
、
廃
仏
毀
釈
の
流
れ
に
屈
し
、
廃
寺
と
な
り
ま

し
た
。
か
つ
て
は
神
仏
習
合
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
日
本
古

来
の
神
と
仏
は
仲
良
く
共
存
し
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
に

な
っ
て
神
仏
の
分
離
が
進
め
ら
れ
、
お
寺
の
お
堂
や
仏

像
、
経
典
な
ど
を
破
壊
し
て
い
く
と
い
う
極
端
な
動
き
に

ま
で
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
当
時
の
西

光
寺
の
住
職
第
十
六
世
成
空
靈
準
上
人
は
天
満
宮
に
冥
加

金
を
納
め
、
潮
照
寺
の
本
堂
と
そ
の
寺
宝
を
買
い
受
け
ま

し
た
。
今
は
墓
地
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
西
光
寺
の
本
堂

の
南
側
に
昔
建
っ
て
い
た
薬
師
堂
が
ま
さ
に
潮
照
寺
の
お

堂
で
す
。
そ
し
て
潮
照
寺
の
寺
宝
の
中
の
一
つ
が
こ
の
大

般
若
経
で
す
。 

 

冥
加
金
を
納
め
る
に
あ
た
り
、
檀
家
を
は
じ
め
町
内
外

に
広
く
寄
附
を
募
り
ま
し
た
。
六
百
冊
の
お
経
一
冊
一
冊

に
皆
さ
ま
の
ご
先
祖
の
施
主
の
名
前
が
記
さ
れ
、
先
祖
供

養
の
為
や
〇
〇
家
家
内
安
全
の
為
な
ど
の
願
い
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
大
般
若
経
を
制
作
す
る
に
あ
た
り
、
本

当
に
多
く
の
町
内
外
の
檀
信
徒
、
有
志
の
方
々
の
ご
協
力

が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 
 

 

西
光
寺
で
は
こ
の
大
般
若
経
を
読
む
法
要
、
大
般
若
転

読
会
を
毎
年
二
月
二
十
八
日
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

転
読
と
い
う
の
は
、
経
題
や
お
経
の
初
め
、
中
ほ
ど
、
終

わ
り
の
数
行
だ
け
を
略
読
し
、
あ
と
は
経
本
を
パ
ラ
パ
ラ

と
繰
っ
て
読
ん
だ
こ
と
に
す
る
と
い
う
手
法
で
す
。
本
山

の
永
観
堂
で
は
毎
年
一
月
十
五
日
に
、
大
般
若
会
を
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
大
般
若
会
は
一
月
～
三
月
頃
に
行
わ
れ

る
こ
と
が
多
く
、
一
年
の
無
病
息
災
や
平
和
を
祈
願
す
る

も
の
で
す
。
い
ず
れ
西
光
寺
で
も
再
興
し
た
い
と
企
ん
で

お
り
ま
す
が
、
は
て
実
現
で
き
る
か
ど
う
か
。 

お
経
界
の
ボ
ス 

 
『
大
般
若
経
』 

 
 

に
初
対
面 

五
百
万
字
！ 

六
百
巻
！ 

だ
い
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う 

だ
い
は
ん
に
ゃ
は
ら
み
た
き
ょ
う 

げ
ん
じ
ょ
う
さ
ん
ぞ
う 

ち
ょ
う
し
ょ
う
じ 

じ
ん
ぐ
う
じ 

は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く 

ど
く
え 

さ
い
ゆ
う
き 

み
ょ
う
が 
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だ
い
は
ん
に
ゃ
て
ん 

し
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
ご
う 



 

上
右
：
一
つ
一
つ
丁
寧
に
お
掃
除
を
す

る
。
果
て
し
な
く
地
味
な
作
業
。 

 

 

上
中
：
経
本
に
は
施
主
の
名
前
と
〇
〇

之
霊
供
養
の
為
な
ど
の
施
主
の
願
い
が

記
さ
れ
て
い
る
。 

 

 

上
左
：
元
禄
十
一
年
五
月
二
十
五
日
、

当
社
別
当 

玉
樹
山
潮
照
寺 

大
阿
闍
梨 

竪
者 

法
印
良
純
の
代
に
制
作
。
潮
照
寺

の
総
代
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
三
名
の
名
前

が
願
主
と
し
て
記
さ
れ
、
天
満
天
神
社

の
除
災
・
招
福
そ
し
て
子
孫
繁
栄
の
為

と
あ
る
。 

 

 

下
右
：
五
十
冊×

二
段
＝
百
冊
が
一

セ
ッ
ト
。
こ
れ
が
六
つ
あ
る
。
箱
の
蓋

に
西
光
寺
第
十
六
世
成
空
靈
準
上
人
代

の
発
起
人
（
お
そ
ら
く
お
寺
の
総
代
）

の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 
下
左
：
大
般
若
の
法
要
の
際
の
ご
本
尊

の
十
六
善
神
図
。
般
若
十
六
善
神
、
釈

迦
十
六
善
神
、
釈
迦
三
尊
十
六
善
神
と

も
言
う
。
正
面
に
は
釈
迦
三
尊
（
釈
迦

如
来
、
文
殊
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
）
が
描

か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
十
六
善
神
は
四

天
王
と
十
二
神
将
を
合
わ
せ
た
十
六
名

の
般
若
経
を
守
る
夜
叉
神
と
さ
れ
る
護

法
善
神
。
絵
に
は
四
天
王
と
十
二
神
将

の
他
に
も
般
若
経
に
縁
の
深
い
菩
薩
や

他
の
神
、
玄
奘
三
蔵
な
ど
が
登
場
す
る

場
合
も
あ
る
。 

   

神社に付属する寺 ＝ 神宮寺 ※寺に付属する神社 ＝ 鎮守社 

神宮寺で働く僧侶 ＝ 社僧、別当（神前でお経を読み祈祷を行う） 

今でこそ寺と神社、仏と神は相容れないも

ののように思いますが、明治まではそれが

普通でした。お寺の中に鳥居があってもお

かしくないわけです。潮照寺から譲り受け

た寺宝の中にはご神体の鏡もあります。 

じ
ゅ
う
ろ
く
ぜ
ん
し
ん
ず 

だ
い
あ
じ
ゃ
り 

り
っ
し
ゃ 
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や
し
ゃ
じ
ん 

じ
ゅ
う
に
し
ん
し
ょ
う 

も
ん
じ
ゅ
ぼ
さ
つ 
ふ
げ
ん
ぼ
さ
つ 



 

【ご逝去の報】 【西光寺役員の去就】 

十
二
月  

 

笑
顔
に
勝
る
化
粧
な
し 

一
月   

 

水
は
つ
か
め
ま
せ
ん 

水
は
す
く
う
も
の
で
す 

 
 

心
も
つ
か
め
ま
せ
ん 

心
は
汲
み
と
る
も
の
で
す 

二
月   

 

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は 

 
 

誰
か
に
借
り
を
つ
く
る
こ
と 

 
 

生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は 

 
 

そ
の
借
り
を
返
し
て
い
く
こ
と 

 

誰
か
に
借
り
た
ら 

 
 

誰
か
に
返
そ
う
（
永
六
輔
） 

三
月   

 

一
生
の
終
わ
り
に
残
る
も
の
は 

 

我
々
が
集
め
た
も
の
で
は
な
く 

 

我
々
が
与
え
た
も
の
で
す 

（
渡
辺
和
子
） 

四
月 

 

朝
の
来
な
い
夜
は
な
い 

 
 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍 

一
日
も
早
い
終
息
を
願
い
ま
す 

合
掌 

11月21日没 

11月24日没 

12月17日没 

12月21日没 

12月28日没 

1月17日没 

1月18日没 

1月30日没 

1月31日没 

3月19日没 

黒川健次郎さん(95歳) 

秦野房子さん(90歳) 

尼野勝廣さん(77歳) 

梶原貢さん(89歳) 

水野明夫さん(86歳) 

梶原昇さん(69歳) 

梶原茂樹さん(81歳) 

本庄一男さん(87歳) 

白矢繁一さん(102歳) 

植木美知子さん(92歳) 

西ノ丁 

明石 

飾磨 

佐土新 

西ノ丁 

大阪 

大阪 

宮本丁 

西ノ丁 

白浜 

 

以
前
よ
り
お
知
ら
せ
し
て
お
り
ま
し
た
五
月
九
日
の

は
な
ま
つ
り
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
世
情
を
鑑
み
て
中
止
と

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 

は
な
ま
つ
り
は
お
釈
迦
様
の
誕
生
を
祝
す
る
行
事

で
、
こ
の
度
は
パ
ン
フ
ル
ー
ト
と
い
う
縦
笛
と
ピ
ア
ノ

に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
。
春
の

お
彼
岸
法
要
に
引
き
続
き
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態

は
大
変
残
念
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
は
一
日
も
早
い

終
息
を
た
だ
た
だ
願
う
ば
か
り
で
す
。 

 

平
穏
な
日
常
生
活
が
戻
り
、
気
持
ち
よ
く
楽
し
め
る

日
が
来
れ
ば
、
ま
た
企
画
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

尚
、
五
月
八
日
（
金
）
に
は
例
年
通
り
、
本
堂
前
の

参
道
に
花
御
堂
を
設
け
、
お
釈
迦
様
に
甘
茶
を
か
け
て

頂
け
る
よ
う
に
は
致
し
ま
す
。
お
飲
み
頂
く
用
の
甘
茶

も
用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
墓

参
り
が
て
ら
お
寄
り
く
だ
さ
い
。 

五
月
九
日
（
土
） 

 
 

は
な
ま
つ
り
コ
ン
サ
ー
ト 

 
 

 
中
止
の
ご
案
内 

【退任】中ノ丁世話人 湯谷豊和さん 

 中ノ丁の世話人を長年お勤め頂きました

湯谷豊和さんが昨年いっぱいでご勇退されま

した。昭和55年から約40年間、西光寺のあ

りとあらゆる事業や行事を見届け、当山の護

持運営にご尽力頂きました。お寺の生き字引

のような存在でしたので、甚だ惜しいことで

はあります。二代に渡って大変お世話になり

ました。湯谷さんの今までの功績に心より御

礼を申しげます。 

生前の温顔を偲びつつ、お十念を捧げます。 

今
後
の
寺
子
屋
に
つ
き
ま
し
て
は
、
四
・
五
月
は

三
月
に
引
き
続
き
中
止
、
六
月
以
降
に
つ
い
て
は

状
況
を
み
な
が
ら
決
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
理

解
の
程
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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