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先

　

生
涯
学
習
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日
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電
話（
０
８
６
８
）５
４-

７
７
３
３

さ
て
、
新
し
い
１
年
は
除
夜
の
鐘
の
音
と

共
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
が
、
今
回
は
町
内
に

あ
る
岡
山
県
指
定
文
化
財
「
小
田
草
神
社
の

梵
鐘
」
の
話
を
い
た
し
ま
す
。

神
社
に
な
ぜ
お
寺
の
梵
鐘
が
あ
る
の
だ
ろ

う
？
と
疑
問
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

明
治
元
年（
１
８
６
８
）の
神
仏
分
離
令
以
前

に
は
、
神
仏
習
合
の
考
え
か
ら
神
社
と
お
寺

が
同
じ
敷
地
で
祀
ら
れ
て
お
り
、
小
田
草
神

社
の
梵
鐘
も
そ
の
名
残
と
い
え
ま
す
。
こ
の

梵
鐘
は
、
延
宝
五
年（
１
６
７
７
）年
に
地
中

か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
と
『
作
陽
誌
』
の
記
録

に
あ
り
ま
す
。

こ
の
梵
鐘
に
は
次
の
よ
う
な
銘
文
が
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。

美
作
国
野
介
庄
小
田
草
大
明
神　

全
天
長
地
久
御
願
圓
満
庄
内

安
穏
萬
民
与
樂
御
志
爲
也　

貞
治
七
年
三
月
廿
四
日

小
田
草
城
主
齋
藤
二
郎

貞
治
七
年（
１
３
６
８
）は
、
京
都（
北
朝
）

と
奈
良
の
吉
野（
南
朝
）に
２
つ
の
朝
廷
が
分

か
れ
て
い
た
南
北
朝
時
代
に
あ
た
り
、「
貞
治
」

の
年
号
は
北
朝
が
用
い
て
い
た
年
号
で
す
。

「
野
介
庄
」
と
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け

て
の
馬
場
・
塚
谷
あ
た
り
一
帯
を
さ
す
地
名

で
（
正
確
な
範
囲
は
定
か
で
は
な
い
）、
こ
の

梵
鐘
銘
は
野
介
庄
内
の
平
和
が
長
く
続
き
、

人
々
が
楽
し
く
暮
ら
せ
ま
す
よ
う
に
と
の
祈

り
を
こ
め
て
齋
藤
二
郎
と
い
う
人
物
が
小
田

草
神
社
に
奉
納
し
た
梵
鐘
で
す
。

小
田
草
神
社
は
、「
小
田
草

宮
由
緒
書
上
帳
」
に
よ
る
と
暦

応
五
年（
１
３
４
２
）に
領
主
齋

藤
次
郎
実
寄（
頼
）に
よ
っ
て
再

建
さ
れ
た
と
い
い
、
齋
藤
氏
は

こ
の
頃
に
は
こ
の
地
域
を
治
め

る
領
主
で
あ
り
大
宮
司
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
戦
国
時
代
に
は
神

社
の
背
後
の
山
に
山
城
が
築
か

れ
（
小
田
草
城
）、
齋
藤
氏
の

居
城
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
史

料
で
も
齋
藤
実
秀
・
実
次
・
親
実
と
い
う
人

物
ら
が
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
梵
鐘
は
こ
の
頃
に
兵
火
を
避
け
る
た

め
に
埋
め
ら
れ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
か
ら
も
小
田
草
神
社
・
小
田
草
城
が

齋
藤
氏
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
城
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

梵
鐘
銘
に
も
「
小
田
草
城
主
」
の
文
字
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に

小
田
草
城
が
存
在
し
、
齋

藤
二
郎
が
城
主
で
あ
っ
た
こ

と
が
想
像
で
き
そ
う
で
す
が
、

こ
の
梵
鐘
銘
を
よ
く
見
る
と
、

「
小
田
草
城
主
」
の
５
文
字

だ
け
様
子
が
違
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
写
真
で
比
較
し

て
み
る
と
わ
か
り
ま
す
が
、

他
の
文
字
は
草
書
体
風
に
崩

し
た
文
字
で
刻
ま
れ
、
文
字

の
大
き
さ
、
打
ち
こ
み
や
跳
ね
の
部
分
も
あ

い
ま
い
で
一
定
し
て
い
ま
せ
ん
が
、「
小
田
草
城

主
」
の
文
字
は
楷
書
体
で
、
打
ち
こ
み
や
跳

ね
も
し
っ
か
り
し
て
い
ま
す
。ま
た
、緑
青（
銅

の　

）の
入
り
方
も
他
の
文
字
よ
り
も
薄
く

な
って
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
小
田
草
城
主
の
文
字
は

後
世
に
刻
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
地
中
か
ら
掘
り
出
さ

れ
た
後
に
、
か
つ
て
こ
の
地
域
を
治
め
た
領
主

を
顕
彰
す
る
た
め
に
子
孫
の
方
か
あ
る
い
は

氏
子
の
手
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。

梵
鐘
一つ
の
中
に
も
人
々
の
色
々
な
思
い
や

ド
ラ
マ
が
感
じ
ら
れ
、
想
像
を
か
き
立
て
ら

れ
ま
す
。
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