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群
馬
県
伊
勢
崎
市
は
5
月
19
日
か
ら
、

男
性
職
員
の
ひ
げ
を
禁
止
し
ま
し
た
。

自
治
体
の
『

ひ
げ
禁
止
令
』
は
初
め
て
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
市
は｢

公
務
員
は
公

務
員
ら
し
く
し
て
ほ
し
い｣

と
し
て
い
ま

す
が
、
オ
フ
ィ
ス
内
で
ス
ー
ツ
に
ひ
げ

と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
見
か
け
る
こ
と
は

珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
異
例
と
も
い
え

る
判
断
に
賛
否
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。

市
職
員
課
に
よ
る
と
、
19
日
か
ら
の
ク
ー

ル
ビ
ズ
に
切
り
替
え
る
と
し
た
通
知
の

な
か
で
、
ひ
げ
に
つ
い
て
も
触
れ
、｢

不

快
に
思
う
市
民
も
い
る
た
め
禁
止
す
る｣

と
明
記
し
ま
し
た
。｢

窓
口
業
務
な
ど
で

市
民
と
接
す
る
機
会
も
多
く
、
公
務
員

は
公
務
員
ら
し
く
し
て
ほ
し
い｣

と
説
明

｢

社
会
常
識
に
照
ら
し
て｣

決
め
た
の
だ

そ
う
で
す
。

仏
教
で
は
、
出
家
得
度
す
る
時
は
す
べ

と

く

ど

て
の
飾
り
を
除
く
意
味
で
剃
髪
を
し
ま

す
。
落
髪･

落
飾
と
も
い
い
ま
す
。

因
果
経
に
よ
る
と
、
お
釈
迦
さ
ま
が
シ
ッ

ダ
ル
タ
と
い
っ
た
こ
ろ
、
居
城
を
脱
出

し
て
従
者
の
車
匿(

し
ゃ
の
く)

と
別
れ

ぎ
わ
、
自
ら
刀
で
髪
を
断
ち
切
っ
た
と

き
に
、｢

過
去
の
諸
仏
無
上
菩
提
を
成
就

せ
ん
た
め
の
ゆ
え
に
飾
り
を
棄
て
、

鬚
髪(

し
ゅ
は
つ)

を
剃
り
、
即
ち
発
願
し

て

〝
い
ま
落
鬚
の
ゆ
え
に
、
願
わ
く
は

一
切
衆
生
と
と
も
に
煩
悩
及
び
習
障
を
断

除
せ
ん
〟

｣

と
誓
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

つ
ま
り
、
身
を
飾
る
こ
と
、
お
し
ゃ
れ
は

修
行
の
邪
魔
に
な
る
の
で
、
剃
髪
し
て
煩

悩
を
断
ち
切
る
ん
だ
と
誓
わ
れ
ま
し
た
。

曹
洞
宗
の
宗
祖
で
あ
る
道
元
禅
師
も｢

し

る
べ
し
、
長
髪
は
仏
祖
の
い
ま
し
む
る
と

こ
ろ
、
長
爪
は
外
道
の
所
行
な
り
。
仏
祖

の
児
孫
こ
れ
ら
の
非
法
を
こ
の
む
べ
か
ら

ず
。
身
心
を
き
よ
か
ら
し
む
べ
し
。
剪
爪

長
髪
す
べ
き
な
り(

洗
浄
巻
一)

｣

と
戒
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

禅
の
修
行
道
場
で
は
、
今
で
も
毎
月
四

の
日
と
九
の
日(

四
九
日
～
し
く
に
ち
～)

の
月
に
6
回
剃
髪
を
し
ま
す
。
い
つ
も
並

ん
で
坐
禅
し
て
い
る
隣
の
僧
と
相
互
に
剃

り
合
う
規
則
で
す
。
隣
単
の
手
を
借
り
ず

に
自
分
で
頭
髪
を
剃
る
こ
と
は｢

不
和
合｣

と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
お
地
蔵
さ
ま
以
外
の
諸
仏
は
、

お
釈
迦
さ
ま
を
は
じ
め
と
し
て
螺
髪(

ら

ほ
つ)

と
い
っ
て
、
短
い
な
が
ら
も
髪
の

毛
を
蓄
え
て
い
ま
す
。
律
の
規
定
で
は
、

｢

髪
の
長
さ
は
二
指
に
し
て
ま
さ
に
剃
る

べ
し｣

と
あ
り
、
指
二
本
を
重
ね
た
長
さ

ま
で
、
得
度
以
外
は
髪
を
伸
ば
し
て
も
構

わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

臨
済
宗
中
興
の
祖
で
あ
る
白
隠
禅
師
は
、

15
歳
で
得
度
し
ま
し
た
が
、
駿
河(

静
岡

県)

の
松
蔭
寺
の
単
嶺
和
尚
は
、
彼
が
剃

髪
を
終
え
る
と
、
白
隠
の
背
中
を
叩
い
て
、

｢

ぼ
ん
さ
ま
、
た
し
な
ま
ん
せ(

坊
さ
ん
よ
、

し
っ
か
り
修
行
し
な
さ
い
よ)｣

と
励
ま
さ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
席
し
た
隣
寺
の

徳
源
寺
の
東
芳
和
尚
は｢

日
に
三
度
わ
が

頭
を
撫
で
る
こ
と
を
忘
れ
る
な｣

と
戒
め

ま
し
た
。
何
が
た
め
に
頭
を
剃
る
の
か
、

剃
っ
て
ど
の
よ
う
な
働
き
が
で
き
て
い
る

の
か
を
反
省
せ
よ
と
戒
め
た
の
で
す
。

公
務
員
は
公
僕
と
い
っ
て
、
市
民
の
た

め
に
何
を
奉
仕
で
き
る
の
か
、
鬚
を
剃
っ

た
顔
に
手
を
あ
て
て
、
毎
日
反
省
を
し
て

公
務
に
励
ん
で
ほ
し
い
も
の
で
す
。
少
な

く
と
も
、
事
業
仕
分
け
で
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
利
益
を
優

先
せ
ず
、
た
え
ず
市
民
の
た
め
に
奉
仕
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

当
院
は
、
阪
神
な
ん
ば
線
で
、
な
ん
ば
か
ら
７
分
で
す
。

（１）
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波

濤

の

夢

紫
衣
事
件
の
後
、
龍
渓
は
師
匠
の

伯
蒲
慧
稜
の
法
を
嗣
ぎ
、
龍
安
寺
塔
頭

は

く

ほ

え

り

ょ

う

つ

東
皐
庵
を
継
住
し
、
道
号
を
龍
渓
、
法

と

う

こ

う

あ

ん

り
ょ
う
け
い

諱
を
景
琢
か
ら
宗
潜
と
改
め
た
。

そ

う

せ

ん

崇
伝
の
『

本
光
国
師
日
記
』
に
は
、

寛
永
八
年(

一
六
三
一)

八
月
十
二
日
、

将
軍
家
光
の
病
気
平
癒
祈
祷
が
京
都
五

山
ほ
か
で
行
わ
れ
、
龍
安
寺
潜
首
座
と

し
て
、
五
山
及
び
妙
心
寺
役
僧
ら
と
江

戸
城
西
の
丸
に
祈
祷
札
を
納
め
て
い
る
。

こ
こ
に
、
龍
渓
は
龍
安
寺
龍
渓
宗
潜
と

し
て
、
本
山
に
並
ぶ
格
式
が
認
め
ら
れ
、

一
流
の
禅
僧
と
し
て
登
場
す
る
。

寛
永
九
年
か
ら
同
十
四
年
に
至
る
六

年
間
の
消
息
は
、
前
述
の
高
泉
和
尚

『

特
賜
大
宗
正
統
禅
師
龍
渓
和
尚
塔

銘
』
に
は｢

又
六
年
及
ち
慶
快
を
得
た

り｣

と
あ
り
、
禅
の
参
究
に
努
め
る
こ

と
六
年
、
何
と
も
い
え
ぬ
慶
快
な
境
地

に
達
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

寛
永
十
五
年(

一
六
三
八)

四
月
十
三

日
清
涼
殿
で
、
妙
心
寺
二
住
目
の
愚
堂

ぐ

ど

う

東
寔
が
上
皇
の
命
で
陞
座
説
法
を
し
て

と
う
し
ょ
く

し

ょ

う

ざ

せ

っ

ぽ

う

お
り
、
五
山
の
僧
ら
と
共
に｢

皐
院
龍

こ

う

い

ん

渓
座
元｣

と
し
て
陪
聴
し
た
。
龍
渓
、

ぞ

げ

ん

三
十
六
歳
。
『

妙
心
寺
史
』(

川
上
孤

山
著)

に
は
、｢

愚
堂
、
清
涼
殿
上
に

当
院
は
、
阪
神
な
ん
ば
線
で
、
な
ん
ば
か
ら
７
分
で
す
。

（

龍
渓
禅
師
一
代
記

）
そ
の
四

於
け
る
説
法
の
図｣

に
学
者
衆
の
一
人

と
し
て
列
席
し
て
い
る
。

｢

宗
統
録｣

を
始
め
と
す
る
数
々
の
龍

渓
の
著
書
は
、
禅
籍
や
漢
籍
な
ど
に
精

通
し
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
豊
か
な
素

養
が
あ
り
、
こ
の
修
行
期
に
獲
得
さ
れ

た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
、
龍
渓
の
法
嗣
と
な
る
後
水

尾
上
皇(
当
時
四
十
三
歳)

と
の
因
縁
が

こ
こ
に
始
ま
る
。

後
水
尾
は
紫
衣
事
件
に
激
怒
さ
れ
、

寛
永
六
年(

一
六
二
九)

十
一
月
八
日
、

興
子
内
親
王(

明
正
天
皇)

に
譲
位
さ
れ
、

お

き

こ

上
皇
と
な
ら
れ
た
。
御
歳
三
十
四
だ
っ

た
。上

皇
は
慶
長
元(

一
五
九
六)
年
六
月

四
日
、
後
陽
成
天
皇
の
第
三
皇
子
と
し

て
御
誕
生
に
な
り
、
同
十
六(

一
六
一

一)

年
三
月
二
十
七
日
践
祚
、
同
年
四

せ

ん

そ

月
十
二
日
天
皇
に
即
位
さ
れ
た
。

御
父
君
の
後
陽
成
天
皇
は
、
前
々
か

ら
弟
君
の
八
条
智
仁
親
王
に
位
を
譲
ら

と

し

ひ

と

れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
親
王
は
一
時

豊
臣
秀
吉
の
養
子
と
な
っ
た
人
で
、
徳

川
家
康
は
こ
れ
に
意
を
好
く
せ
ず
、

天
皇
の
皇
子
政
仁
親
王
を
擁
し
た
。
こ

れ
が
後
水
尾
で
あ
る
。

か
く
し
て
後
水
尾
は
幕
府
の
計
略
に
よ
っ

て
天
皇
の
地
位
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
。

次
い
で
家
康
は
徳
川
家
よ
り
女
子
を

入
内
さ
せ
、
天
皇
の
外
戚
と
な
り
朝
廷

じ

ゅ

だ

い

を
圧
せ
よ
う
と
し
た
。
慶
長
十
二
年
秀

忠
の
娘
和
子
が
生
ま
れ
る
と
、
早
々
に

か

ず

こ

こ
れ
を
入
内
さ
す
こ
と
を
目
論
ん
で
い

た
が
、
大
坂
夏
の
陣
、
家
康
死
去
、
後

陽
成
天
皇
崩
御
な
ど
で
入
内
は
延
期
さ

ほ

う

ぎ

ょ

れ
、
元
和
四
年
に
よ
う
や
く
入
内
を
決

め
た
と
こ
ろ
大
き
な
問
題
が
お
こ
っ
た
。

幕
府
の
知
ら
ぬ
間
に
、
天
皇
は
四
辻

よ

つ

つ

じ

公
遠
の
娘
お
よ
つ
を
寵
愛
し
、
元
和
四

き

ん

と

お

ち
ょ
う
あ
い

年
に
賀
茂
宮
皇
子
、
翌
年
に
皇
女
梅
宮

(

山
村
御
殿
円
照
寺
開
山)

を
出
産
。
二

十
三
歳
の
天
皇
に
と
っ
て
、
皇
子
女
が

い
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
が
、

時
期(

御
父
君
の
後
陽
成
天
皇
崩
御
の

ほ

う

ぎ

ょ

諒
闇
～
服
喪
～)

が
悪
か
っ
た
。
幕
府
は

り
ょ
う
あ
ん

和
子
入
内
を
再
び
延
期
し
た
。

入
内
を
押
し
進
め
て
き
た
の
は
幕
府
で

あ
る
の
に
、
自
分
に
皇
子
女
が
生
ま
れ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
入
内
を
延
期
す
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
若
い
天

皇
に
と
っ
て
は
、
天
皇
と
し
て
の
自
分

の
器
量
を
否
定
さ
れ
、
早
く
も
譲
位
の

意
を
示
さ
れ
た
。

し
か
し
、
幕
府
と
し
て
は
一
度
決
定
し

た
入
内
が
実
現
で
き
ぬ
よ
う
で
は
幕
府

の
面
目
に
も
か
か
わ
る
し
、
ま
し
て
や

将
軍
の
孫
を
天
皇
に
せ
ん
と
す
る
大
目

的
が
果
た
せ
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
天

皇
の
不
行
跡
は
近
臣
の
責
任
な
り
と
し

て
三
臣
を
流
罪
に
公
家
三
人
を
出
仕
停

止
と
し
た
。

天
皇
は
近
臣
が
罰
せ
ら
れ
た
の
は
、

自
分
の
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
と
、
再
び

譲
位
の
意
を
示
さ
れ
た
が
宥
め
ら
れ
、

な

だ

翌
元
和
六
年(

一
六
二
〇)

い
よ
い
よ
入

内
と
決
定
し
た
。
六
月
十
八
日
、
和
子

は
入
内
し
て
女
御
、
中
宮
と
な
り
、
女

一
宮(

明
正
天
皇)

を
は
じ
め
二
皇
子
、

め
い
し
ょ
う

三
皇
女
を
も
う
け
ら
れ
た
。

か
く
し
て
天
皇
と
幕
府
の
関
係
は
一

応
落
着
し
た
か
に
み
え
た
が
、
入
内
後

七
年
に
し
て
起
こ
っ
た
の
が
、
前
述
の

紫
衣
事
件
な
の
で
あ
る
。

上
皇
は
譲
位
後
、
仏
門
に
帰
依
さ
れ

各
宗
に
わ
た
り
多
く
の
高
僧
の
教
え
を

受
け
ら
れ
た
。
天
台
の
秘
法
や
浄
土
信

仰
か
ら
徐
々
に
禅
に
傾
倒
さ
れ
た
。

慶
安
四
年(

一
六
五
一)

五
月
六
日
夜
、

後
水
尾
上
皇
は
広
御
所
で
突
然
落
飾
し

た
。
五
十
六
歳
の
時
で
あ
る
。
相
国
寺

の
昕
叔
顕
晫
を
戒
師
に
法
体(

法
皇)

と

き
ん
し
ゅ
く

け

ん

た

く

な
ら
れ
、
法
諱
は
円
浄
と
な
っ
た
。

（２）

～

龍
渓
と
後
水
尾
法
皇

～

後水尾法皇 （
つ

づ

く

）



唐
突
で
す
が
、
前
坊
守
奥
田
愷
子
が

や

す

こ

平
成
22
年
5
月
1
日(

土)
午
後
7
時
47

分
肺
炎
の
為
逝
去
し
ま
し
た
。
享
年
86

で
し
た
。

前
坊
守
で
あ
り
ま
す
が
、
入
院
生
活

約
5
年
と
長
く
お
寺
を
離
れ
て
お
り
前

住
職
弘
忠
和
尚
の
津
送(

葬
儀)

の
よ
う

に
寺
葬
で
は
な
く
、
奥
田
家
葬
と
し
て

送
り
ま
し
た
。

檀
信
徒
の
皆
々
様
全
員
に
ご
連
絡
す

る
の
が
礼
に
か
な
っ
て
い
る
と
、
よ
く

よ
く
承
知
し
て
お
り
ま
す
が
、
連
休
で

も
あ
り
、
九
条
近
住
の
檀
信
徒
の
方
々

と
義
母
と
馴
染
み
の
あ
る
方
々
に
の
み

限
定
し
て
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
分
、
急
な
こ
と
で
し
た
の
で
、

ご
連
絡
で
き
な
か
っ

た
方
も
あ
り
、
不

義
理
の
程
お
詫
び

申
し
上
げ
ま
す
。

何
卒
、
ご
寛
容
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

義
母
は
、
大
正
14
年
1
月
1
日

朝
鮮

木
浦
府
で
誕
生
。
満
州
鉄
道
関
連
の
会

社
を
し
て
い
た
父
親
の
関
係
で
、
女
学

校
時
代
を
満
州
の
大
連
で
過
ご
し
、
日

本
に
引
き
上
げ
た
後
、
九
島
院
に
嫁
ぎ

先
代
弘
忠
和
尚
を
支
え
ま
し
た
。

と
り
わ
け
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
症
で

倒
れ
た
和
尚
を
懸
命
に
介
護
し
、
和
尚

の
手
を
引
き
な
が
ら
散
歩
す
る
姿
は
、

町
内
で
は
有
名
で
し
た
。

平
成
11
年
に
は
子
宮
ガ
ン
の
手
術
、

17
年
7
月
に
は
腎
臓
疾
患
の
為
、
大
阪

液
済
会
病
院
に
入
院
、
そ
の
後
引
き
続

き
介
護
入
所
。
18
年
3
月
か
ら
天
保
山

に
あ
る
多
根
第

2
病
院
で
お
世
話
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
1
年
は
寝
た

き
り
の
状
態
で
、
点
滴
も
受
け
付
け
な

い
程
痩
せ
て
い
ま
し
た
。

家
内
と
私
が
見
守
る
中
で
、
静
か
に

85
歳
の
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。

葬
儀
で
は
、
孫
を
代
表
し
て
副
住
職

が
お
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
、
大
勢
の
会

葬
者
に
見
送
ら
れ
旅
立
ち
ま
し
た
。

開
催
日

8
月
22
日
（

日
）
14
時
～

昨
年
に
引
き
続
き
、
地
蔵
盆
子
ど
も
会

を
開
催
し
ま
す
。
多
く
の
子
ど
も
達
に
ご

来
院
い
た
だ
き
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
し

ま
し
ょ
う
。

開
催
日

9
月
25
日
（

土
）
15
時
～

三
回
目
の
開
催
で
す
。
ど
な
た
様
で
も

ご
参
加
可
能
で
す
。

開
催
日

10
月
3
日
（

日
）
14
時
～

初
め
て
の
開
催
と
な
り
ま
す
。
老
若
男

女
問
わ
ず
、
ど
な
た
様
で
も
ご
参
加
い
た

だ
け
ま
す
。
初
心
者
用
で
す
。
お
寺
で
ヨ

ガ
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
?

日
時
変
更
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
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墓地管理費のご納付をお願いします。墓参りの折、郵便振込みでも結構です。

九
条
か
ら
阪
神
三
宮
駅
・
近
鉄
奈
良
駅
ま
で
直
通
電
車
が
走
っ
て
ま
す
！

永
代
供
養
墓

(

大
亀
地
蔵
尊)

お
墓
を
建
て
て
も
い
ず
れ
は
無

縁
に
な
る
か
ら
、
と
の
お
考
え
の

方
の
相
談
を
受
け
て
で
き
た
永
代

供
養
合
祀
墓
で
す
。

○
継
承
者
が
い
な
く
て
も
安
心

○
無
縁
に
な
る
心
配
が
な
い

○
お
寺
が
続
く
限
り
供
養
さ
れ
る

○
永
代
位
牌
が
位
牌
堂
に
祀
れ
る

○
彼
岸･

お
盆
に
は
大
勢
の
僧
侶
で

の
回
向
が
な
さ
れ
る

○
ご
遺
骨
は
大
亀
地
蔵
尊
の
蓮
台

下
で
土
に
還
る
よ
う
に
埋
葬
さ

れ
る

○
永
代
供
養
だ
け
の
方
も
大
丈
夫

○
生
前
に
依
頼
も
で
き
る

○
維
持
管
理
料
は
不
要

○
永
代
志
納
金

一
霊
三
十
万
円

○
永
代
位
牌
は
二
種
類

○
宗
旨･

宗
派
は
問
い
ま
せ
ん

○
お
墓
を
整
理
し
て
合
祀
さ
れ
る

方
も
お
ら
れ
ま
す

◎
新
規
境
内
墓
地(

西
区
で
当
院
だ
け)

も
募
集
し
て
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
へ

（３）

詳しくは、当院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。→http://www.kyutouin.or.jp

地
蔵
盆
子
ど
も
会

行

事

案

内

第16回 修養会のご案内

行き先 奈良榛原 蓮昇寺

奈良曽爾村 奥香落山荘

○日 時 １１月３日（祝）

○集合場所 8:30 九島院会館

○旅 程

九島院 - 蓮昇寺（拝塔）

- 奥香落山荘（昼食･温泉･買物）

- 室生寺参拝

- 九島院（17時半頃解散予定）

○会費 \8,000（当日徴収）

○募集 40名

（満員になり次第締切）

※先着順ですので、当院まで

℡（06-6583-2725）

にてお申し込み下さい

出発日の2週間前に確認書を

ご郵送します。

ヨ
ガ
教
室

写
経
会

前
坊
守

奥
田
愷
子
逝
去

や

す

こ

～
不
義
理
の
程
、
お
詫
び
方
々
ご
案
内
し
ま
す
～



奉
納
便
り

○
金
一
封
ご
喜
捨(

平
成
21
年
12
月
21
日)

糸
岡
美
代
子
様
よ
り
故
綿
貫
光
子
様
の
追
善
菩
提

の
為
に
と
金
一
封
ご
喜
捨
頂
き
ま
し
た
。
副
住
職
の

法
衣
一
式
を
新
調
し
、
故
綿
貫
光
子
様
の
ご
冥
福
を

お
祈
り
し
つ
つ
、
大
事
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
先
日
、
栃
木
県
宇
都
宮
市
在
住
の
池
山
姓
を
名
乗

る
ご
夫
妻
が
来
院
さ
れ
ま
し
た
。
父
親
の
住
む
新
潟

県
見
附
市
片
桐
町
は
、
池
山
姓
が
多
く
、
本
家
筋
か

ら
ヤ
ク
ル
ト
ス
ワ
ロ
ー
ズ
で
活
躍
さ
れ
た
池
山
選
手

が
出
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

▼
伝
承
で
は
、
同
処
に
は
原
、
大
坂
、
名
古
屋
な
ど

の
姓
が
多
く
、
池
山
一
党
が
率
い
て
関
西
か
ら
移
住

し
て
き
た
そ
う
で
、
た
ま
た
ま
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

知
っ
た
当
院
開
基
の
池
山
新
兵
衛
と
の
関
係
を
調
べ

に
来
ら
れ
た
の
で
す
。

▼
自
分
が
何
処
か
ら
き
て
何
処
へ
行
く
の
か
、
自
分

の
ル
ー
ツ
に
憶
い
を
は
せ
る
こ
と
は
、
人
間
と
し
て

自
然
な
感
情
で
す
。

▼
ご
先
祖
が
あ
っ
て
こ
そ
、
今
の
自
分
が
存
在
す
る

の
で
す
。
し
か
し
、
遠
い
祖
先
の
事
跡
を
訪
ね
る
の

は
と
て
も
困
難
な
こ
と
で
す
。

▼
義
母
が
亡
く
な
り
、
原
戸
籍
を
取
り
寄
せ
は
じ
め

て
、
義
母
の
生
涯
の
一
片
を
知
り
ま
し
た
。

▼
お
盆
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
ご
家
族
で
ご
先
祖

の
こ
と
や
親
で
あ
る
自
分
た
ち
の
こ
と
な
ど
、
ご
家

族
で
話
し
合
っ
て
下
さ
い
。
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墓地管理費のご納付をお願いします。墓参りの折、郵便振込みでも結構です。

九
条
か
ら
阪
神
三
宮
駅
・
近
鉄
奈
良
駅
ま
で
直
通
電
車
が
走
っ
て
ま
す
！

●電車内痴漢さわぎ●

｢あなた、触ったでしょう？誰か警察を呼んでください｣女

性の甲高い声が地下鉄御堂筋線本町駅のプラットホームに響

き渡りました。5月14日(金)午後9時半頃のことです。

仏教テレホン相談室役員会の帰り、乗り換えのため本町駅に

降りた時のことでした。帰路を急ぐ乗降客でごった返してい

るホームです。見ると20代後半の女性が30代半ばの男性の腕

をつかみ、必死の形相で助けを呼んでいます。数人の男性客

が駅員を呼びに走りました。手をつかまれている男性は、呆

然としてなされるままでした。

映画『それでもボクはやっていない』(周防正行監督)で見た

シーンを思い出し、戦慄が走りました。

日本の裁判では、電車内で｢痴漢したでしょう｣と女性から名

指しされた時点で、99.9パーセント、｢やっていない｣と裁判

で訴えても97パーセントの確率で有罪の宣告を受けるのだそ

うです。その時点で、被疑者の人生は終わってしまうのです。

御堂筋線の車内では、甲南大生による痴漢でっち上げ事件も

起こっています。いつ痴漢事件に巻き込まれるかもしれませ

ん。ましてや、自分の場合なら｢住職が痴漢！｣と報道される

や、仕事はおろかお寺からも追放され、家族を路頭に迷わせ

ることにもなりかねません。

痴漢は犯罪です。許されざる不法行為であることは誰でも理

解しています。刑罰を受けることは当然のことです。でも、

痴漢事件のように、客観的証拠が皆無で、不確かな目撃証言

や当事者の証言、個人的背景などから事実認定されるような

事件に偶然や不運から巻き込まれたらと思うとゾッとします。

お月参りの法務は、自転車か

自家用車ですので、少しは安心

ですが、これからは、電車に乗

る時は吊るし柿のように両手で

吊り革にしがみつこうと思った

次第です。

編
集
後
記

（４）

ご

案

内

水灯会(お施餓鬼法要）

8月19日(木)午後1時半より
※ご先祖供養です。宗旨に関係ありません。

ご回向お申込み下さい。法話：住職

大亀地蔵尊盆

8月23日(月)午後7時半より
※大亀地蔵尊埋葬者供養の法要


