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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

謹
ん
で
平
成
十
九
年
の
新
春
を
お
祝
い
申
上
げ
、
皆
々
様
の

ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
す
。

　

倫
理
観
や
道
徳
心
の
薄
さ
が
問
わ
れ
る
こ
の
時
代
に
あ
っ

て
、
私
達
青
年
宗
侶
は
何
を
以
て
社
会
に
貢
献
す
る
事
が
出

来
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
伝
統
教
団
の
一
つ
と
し
て
、
社

会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
物
は
何
で
し
ょ
う
か
。
宗
門
が
掲

げ
る
「
人
権
」「
平
和
」「
環
境
」
を
も
と
に
、
私
達
が
そ
れ

ぞ
れ
生
活
す
る
地
域
社
会
に
お
い
て
、出
来
る
事
を
模
索
し
、

青
年
宗
侶
ら
し
い
勇
気
溢
れ
る
活
動
を
、
本
年
も
推
し
進
め

て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

本
年
も
皆
様
か
ら
の
倍
旧
の
お
力
添
え
を
心
よ
り
お
願
い

申
上
げ
、
改
歳
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会

 

会
長　

宮

寺

守

正

改
歳
之
令
辰　

謹
伸
嘉
悰
儀

　

花
ま
つ
り
の
普
及
に
、
今
年
度
も
継
続

し
て
運
動
を
展
開
い
た
し
ま
す
。
つ
き
ま

し
て
は
実
費
頒
布
い
た
し
ま
す
の
で
ご
希

望
の
方
は
左
記
の
要
領
に
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

●
内
容

　

三
仏
忌
の
説
明
文
を
記
載
し
た
新
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
、
本
物
の
イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ

を
加
工
し
た
葉
脈
、花
の
種
、甘
茶
テ
ィ
ー

バ
ッ
グ
を
詰
め
て
送
付
い
た
し
ま
す
。

●
申
し
込
み
数
量
と
費
用

　

一
部
一
三
〇
円

 

※
五
〇
部
単
位
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

●
申
し
込
み
方
法

　

郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
‐
Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ
い
ず

れ
か
の
方
法
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
先

　

〒
３
５
４
‐
０
０
３
１

　

埼
玉
県
富
士
見
市
勝
瀬
４
７
０
‐
２

 

大
願
寺
内　

来
馬
司
龍（
総
務
委
員
）

　
【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】０
４
９
‐
２
５
４
‐
０
８
２
２

　
【
Ｅ
‐
Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ
】hana@

so
usei.gr.jp

　

ま
た
は
全
曹
青
Ｈ
Ｐ
申
し
込
み
フ
ォ
ー

ム
よ
り

●
申
し
込
み
期
限

　

平
成
十
九
年
一
月
末
日

　

発
送
予
定　

平
成
十
九
年
三
月
上
旬
頃

●
お
届
け
方
法

　

着
払
い
に
て
お
届
け
し
ま
す
。
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パ
ッ
ケ
ー
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裏
側

プ
ラ
ス
チ
ッ
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包
装
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に

詰
め
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お
届
け
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デ
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イ
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平
成
十
八
年
度
禅
文
化
学
林
九
州
大
会

今 

私
た
ち
が
す
べ
き
こ
と

　

平
成
十
八
年
度
禅
文
化
学
林
九
州
大
会
が
、
昨
年

十
一
月
十
三
日（
月
）・
第
一
部
、
十
四
日（
火
）・
第
二

部
に
亘
り
、
第
一
部
（
一
日
目
）
の
会
場
を
博
多
市
安

国
寺
専
門
僧
堂
に
て
、
第
二
部
を
ア
ー
ク
ホ
テ
ル
博
多

ロ
イ
ヤ
ル
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
一
部
で
は
、
十
三
時
よ
り
、
坐
禅
引
き
続
き
本
尊

上
供
了
っ
て
、
十
三
時
五
〇
分
開
会
式
と
な
り
、
開
式

の
辞
を
全
曹
青
会
長
・
宮
寺
守
正
師
、
九
州
曹
洞
宗
青

年
会
副
会
長
・
渕
丈
嗣
師
が
述
べ
ら
れ
、
本
大
会
が
開

式
さ
れ
ま
し
た
。
十
四
時
三
〇
分
よ
り
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説

委
員
・
山
﨑
登
氏
を
招
き
、
基
調
講
演
『
災
害
と
防
災

の
現
場
か
ら
』
と
題
し
た
ご
講
演
（
六
頁
に
内
容
の
一

部
を
掲
載
）
を
い
た
だ
き
、
十
六
時
よ
り
、
座
談
会
と

し
て
山
﨑
登
氏
、
関
尚
士
氏
（
社
団
法
人
シ
ャ
ン
テ
ィ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会〈
以
下
、Ｓ
Ｖ
Ａ
〉国
内
事
業
課
長
）、

荒
木
正
昭
師
（
熊
本
県
地
蔵
院
住
職　

十
三
期
全
曹
青

会
長　

Ｓ
Ｖ
Ａ
代
表
議
員
）、
宮
寺
守
正
師
（
全
曹
青

会
長
）
ら
を
迎
え
、米
澤
智
秀
師
（
全
曹
青
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
委
員
会
委
員
長
）の
司
会
進
行
に
よ
り
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
の
現
場
に
お
け
る
視
点
か
ら
、
そ
の
必
要
性
と

展
開
性
を
中
心
に
、
活
発
且
つ
収
束
な
議
論
が
交
わ
さ

れ
十
七
時
に
終
演
致
し
ま
し
た
（
五
頁
に
レ
ポ
ー
ト
掲

載
）。

　

第
二
部
（
二
日
目
）
に
お
い
て
は
午
前
九
時
か
ら
、

宮
城
県
曹
青
会
長
・
橘
智
法
師
よ
り
「
サ
ン
タ
ピ
ア
ッ

プ
み
や
ぎ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
」
の
活
動
報
告
を
い
た
だ

き
、
九
時
三
十
分
よ
り
、
埼
玉
県
第
二
宗
務
所
慈
眼
寺

住
職
・
西
山
宗
洋
師
よ
り
「
防
災
寺
子
屋
」
の
活
動
報

告
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
十
時
か
ら
、
全
曹
青

Ｉ
Ｔ
委
員
会
よ
り
、災
害
活
動
時
の
利
便
性
も
兼
ね
た
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
般
若
」
と
携
帯
サ
イ
ト
「
全
曹
青
メ

ニ
ュ
ー
」
の
活
用
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
十
時
十
五

分
よ
り
、
愛
知
県
第
一
曹
洞
宗
青
年
会
「
い
の
ち
の
と

も
し
び ―

こ
の
５
分
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と―

」
を

テ
ー
マ
に
、
５
分
蝋
燭
の
頒
布
事
業
の
報
告
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
引
き
続
き
十
時
二
十
五
分
よ
り
、『
大
衆
教

化
の
接
点
を
求
め
て
』
と
題
し
た
意
見
交
換
会
が
ひ
ら

か
れ
、
橘
智
法
師
、
西
村
宗
洋
師
（
埼
玉
県
第
二
宗
務

所
慈
眼
寺
住
職
）、
荒
木
正
昭
師
、
米
澤
智
秀
師
ら
を

迎
え
、
大
坂
恵
司
師
（
全
曹
青
副
会
長
）
の
司
会
進
行

に
よ
り
、各
師
の
具
体
的
な
実
践
活
動
の
過
程
と
成
果
、

並
び
に
今
後
の
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
闊
達
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
（
八
頁
に
レ
ポ
ー
ト
掲
載
）。
そ

の
後
、
十
一
時
十
五
分
よ
り
閉
会
式
が
お
こ
な
わ
れ
、

持
地
俊
一
師
（
福
岡
曹
青
会
長
）
の
挨
拶
に
よ
っ
て
大

会
は
無
事
円
成
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
大
会
の
第
一
部
会
場
を
お
引
き
受
け
い
た

だ
き
ま
し
た
安
国
寺
様
に
は
、
日
頃
か
ら
賛
助
会
費
等

で
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
今
回
あ
ら
た

め
て
全
曹
青
へ
の
活
動
援
助
と
い
う
か
た
ち
で
格
別
な

る
ご
配
慮
と
ご
厚
誼
を
賜
り
ま
し
た
。
安
国
寺
様
に
は

こ
こ
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
文
中
、
一
部
敬
称
を
省
略
し
て
お
り
ま
す
。）
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平成18年度 禅文化学林・九州大会

関　

災
害
が
起
き
る
と
、

海
外
の
場
合
は
残
念
な

が
ら
国
・
自
治
体
の
力

に
限
り
が
あ
り
、
結
果

と
し
て
甚
大
な
被
害
に

見
舞
わ
れ
ま
す
が
、
結

局
は
人
び
と
が
地
域
の

中
で
互
い
に
支
え
合
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
逆
に
日
本

の
中
で
は
、
行
政
主
導

の
復
興
活
動
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
そ
の
間

に
も
人
と
人
の
絆
、
関
わ
り
合
い
の
無
さ
に

よ
っ
て
、
多
く
の
命
が
失
わ
れ
て
い
る
現
実

が
あ
り
ま
す
。

荒
木 

私
が
参
加
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災

（
一
九
九
五
年
）
で
の
炊
き
出
し
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
一
段
落
し
た
後
に
、
ま
だ
避
難
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
方
が
た
に
お
見

舞
い
の
言
葉
で
も
か
け
た
ら
と
改
め
て
現
地

に
赴
き
ま
し
た
ら
、
被
災
者
の
方
か
ら
「
お

坊
さ
ん
、
精
神
的
に
苦
し
い
ん
だ
か
ら
何
か

少
し
話
し
て
よ
」
と
言
わ
れ
た
の
が
き
っ
か

け
で
、
そ
の
後
も
定
期
的
に
神
戸
で
被
災
者

の
方
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

宮
寺 

中
越
地
震（
二
〇
〇
四
年
）の
時
に
、

私
が
所
属
し
て
い
ま
す
埼
玉
第
二
宗
務
所
青

年
会
で
も
支
援
に
つ
い
て
の
話
に
な
り
ま
し

た
。
私
は
被
災
直
後
の
震
度
六
の
余
震
の
あ

る
中
現
地
に
入
り
ま
し
た
が
、
報
道
で
目
に

す
る
以
上
の
惨
状
を
見
て
、「
や
は
り
現
地

に
入
ら
な
い
と
状
況
は
把
握
で
き
な
い
」
と

い
う
思
い
を
特
に
感
じ
ま
し
た
の
で
、
青
年

会
員
に
も
「
是
非
現
地
に
入
っ
て
欲
し
い
」

と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。

関 

二
〇
〇
三
年
の
イ
ラ
ン
南
東
部
地
震
発

生
か
ら
一
週
間
ほ
ど
が
経
ち
、
救
援
物
資
の

調
達
に
依
然
奔
走
し
て
い
た
最
中
の
こ
と
で

し
た
が
、
あ
る
時
、
瓦
礫
の
山
と
化
し
た
被

災
地
の
一
角
か
ら
子
ど
も
た
ち
の
歌
声
が
耳

に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
恐
ら
く
瓦
礫
の

下
か
ら
ひ
き
ず
り
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
カ
ラ

フ
ル
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
椅
子
、
そ
し
て
各

国
の
万
国
旗
が
掲
げ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
下

で
二
十
名
弱
ほ
ど
の
子
ど
も
た
ち
が
手
遊
び

を
交
え
な
が
ら
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
場
に
い
た
女
性
に
話
を
伺
う
と
、
彼
女

は
園
長
先
生
で
、
幼
稚
園
で
あ
っ
た
こ
の
場

所
で
被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
を
受
け
容
れ
、

世
話
を
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
彼
女
は
、

自
分
も
弟
や
同
僚
を
亡
く
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
「
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
だ
か
ら
こ

そ
、
誰
か
が
世
話
を
し
て
子
ど
も
の
心
に
向

き
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
一
番
大
切
な

の
は
、
子
ど
も
た
ち
の
心
に
寄
り
添
っ
て
あ

げ
る
人
だ
。
そ
れ
は
私
た
ち
に
し
か
出
来
な

い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
い
ま
し
た
。

私
は
返
す
言
葉
が
な
い
く
ら
い
衝
撃
を
得

て
、
こ
れ
こ
そ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
原
点
か
も

し
れ
な
い
、
と
感
じ
ま
し
た
。

荒
木 

こ
れ
か
ら
先
、
今
の
子
ど
も
た
ち
が

大
人
に
な
っ
て
、
果
た
し
て
お
寺
に
来
る
か

と
考
え
た
時
、
私
は
ほ
と
ん
ど
来
な
い
と
思

い
ま
す
。今
の
若
者
た
ち
は
、私
た
ち
が
思
っ

て
い
る
以
上
に
、
葬
儀
社
の
方
と
お
坊
さ
ん

を
『
死
ん
で
か
ら
お
世
話
に
な
る
人
た
ち
』

と
い
う
同
じ
枠
組
み
で
見
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
な
ら
ば
、
子
ど
も
や
若
者
が
お
寺
に
寄

れ
る
よ
う
な
理
由
を
、
僧
侶
が
作
ら
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
や
っ
て

み
て
か
ら
考
え
よ
う
と
い
う
発
想
を
持
つ
こ

と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
色
々
迷
え
ば
、
結
局

何
も
や
ら
な
か
っ
た
と
い
う
状
態
に
陥
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

宮
寺 

災
害
の
こ
と
に
関
し
て
言
い
ま
す
と
、

前
期
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会
を
中
心
に

防
災
寺
子
屋
の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

が
、
曹
洞
宗
寺
院
が
全
国
で
一
万
五
千
ヶ
寺
、

他
宗
を
含
め
る
と
七
万
五
千
の
お
寺
が
あ
り
、

僧
侶
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
根
差
し
た
活
動

を
し
て
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
て
い
く
と
、

災
害
が
あ
っ
た
時
に
も
お
寺
が
活
用
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

山
﨑 

被
災
地
で
は
、
被
災
者
一
人
一
人
が

苦
し
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
周
り
に
い
る
人
も

み
ん
な
同
じ
よ
う
な
被
災
者
で
、
な
か
な
か

自
分
の
苦
し
さ
を
言
葉
に
で
き
な
い
で
い
ま

す
。
だ
か
ら
被
災
地
に
行
っ
て
被
災
者
の
話

を
聞
い
て
あ
げ
る
だ
け
で
も
、
多
分
気
持
ち

の
一
番
重
い
部
分
が
楽
に
な
る
ん
で
す
。
で

も
、
み
な
さ
ん
に
は
仕
事
柄
、
も
う
一
歩
踏

み
込
ん
で
欲
し
い
。

　

今
、
み
な
さ
ん
の
地
域
も
病
ん
で
る
ん
で

す
。
多
分
み
な
さ
ん
の
地
域
で
災
害
が
起
き

る
と
、
今
被
災
地
で
起
こ
っ
て
い
る
色
々
な

問
題
は
、
そ
の
ま
ま
み
な
さ
ん
の
地
域
で
も

起
き
ま
す
。
だ
か
ら
み
な
さ
ん
が
普
段
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
見
つ
め
て
欲
し
い
。
そ

の
こ
と
が
地
域
の
力
に
な
り
防
災
に
も
役
立

つ
と
思
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
が
地
域
の
中
で
発
言
し
行
動
す

る
こ
と
を
、
地
域
が
待
っ
て
い
ま
す
。
今
の

世
の
中
で
起
き
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を

み
る
と
、
倫
理
・
哲
学
・
宗
教
と
い
う
こ
と

に
携
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
が
発
言
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
そ
れ
に
目
を
瞑
ら
な
い
で
欲

し
い
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
私
が
是
非
み
な

さ
ん
に
お
願
い
し
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。

座

パ
ネ
リ
ス
ト
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山
﨑　
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
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Ｓ
Ｖ
Ａ
国
内
事
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課
長
）

 

●
荒
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正
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師（
熊
本
県
地
蔵
院
住
職 

十
三
期
全
曹
青
会
長

 

Ｓ
Ｖ
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代
表
議
員
）

 

●
宮
寺　

守
正 

師（
全
曹
青
会
長
）
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会

 

●
米
澤　

智
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師（
全
曹
青
ボ
ラ
ン
テ
ィ
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委
員
会
委
員
長
）

談
会
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こ
れ
ま
で
、
自
然
災
害
と
防
災
の
取
材
を

二
十
年
く
ら
い
や
っ
て
き
ま
し
た
。今
日
は
、

災
害
の
現
場
に
出
か
け
て
い
っ
て
、
考
え
た

り
、
感
じ
た
り
し
た
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
地
震
は
ど
こ
で
も
起
き
る

　

十
一
年
前
に
阪
神
淡
路
大
震
災
が
起
き
ま

し
た
が
、
関
西
の
人
た
ち
は
、
と
て
も
驚

い
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
関
西
に
は
大
き

な
地
震
は
起
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で

す
。

　

わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
、
日
本
に
は
お
よ

そ
二
千
の
活
断
層
が
日
本
に
あ
る
中
で
、
主

な
九
十
八
の
活
断
層
に
つ
い
て
調
査
さ
れ
て

い
た
の
で
す
が
、
阪
神
淡
路
大
震
災
後
に
、

実
際
に
被
害
が
あ
っ
た
地
震
は
、
そ
の
中
に

含
ま
れ
て
い
な
い
未
知
の
と
こ
ろ
で
起
き
ま

し
た
。
日
本
の
地
震
学
は
相
当
進
ん
で
い
ま

す
が
、
そ
れ
で
も
、
分
か
っ
て
い
る
こ
と
よ

り
、
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
の

で
す
。
地
震
は
、
ど
こ
で
起
き
て
も
お
か
し

く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
、
増
え
る
水
害

　

最
近
は
、
一
時
間
に
百
ミ
リ
以
上
の
雨
が

頻
繁
に
降
り
ま
す
。
全
国
の
都
市
の
下
水
道

は
、
一
時
間
に
五
十
ミ
リ
か
ら
六
十
ミ
リ
の

雨
ま
で
対
応
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
ま
す

か
ら
、
最
近
の
豪
雨
は
想
定
外
力
を
超
え
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
治
水
対
策
の
限
界
と
い

う
べ
き
で
す
。
そ
こ
で
、最
近
、都
市
が
水
浸

し
に
な
る
水
害
が
増
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

も
う
一
つ
、
最
近
の
風
水
害
の
特
徴
は
、

土
砂
災
害
の
死
者
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と

で
す
。
近
年
の
自
然
災
害
の
死
者
の
、
お
よ

そ
半
分
弱
は
土
砂
災
害
に
よ
る
も
の
で
す
。

崩
れ
そ
う
な
斜
面
近
く
に
人
間
が
住
む
よ
う

に
な
り
、
危
険
箇
所
が
増
え
ま

し
た
。
ま
た
、
地
方
の
中
山
間

地
は
高
齢
化
と
過
疎
化
が
進
ん

で
、
高
齢
者
を
助
け
ら
れ
る
人

が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
、
情
報
を
重
視

し
て
、
早
め
に
避
難
し
て
も
ら

お
う
と
い
う
取
り
組
み
が
進
ん

で
い
ま
す
。
し
か
し
、
情
報
に

よ
っ
て
避
難
を
進
め
る
に
は
大

き
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。

　

二
〇
〇
四
年
の
台
風
で
、
兵

庫
県
の
豊
岡
市
は
一
面
水
浸
し

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、

豊
岡
市
は
、早
い
段
階
で
、避
難

勧
告
、
避
難
指
示
を
出
し
ま
し

た
が
、実
際
に
避
難
し
た
の
は
、

避
難
対
象
者
の
十
パ
ー
セ
ン
ト

以
下
で
し
た
。
そ
の
年
の
暮
れ
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、「
避
難
勧
告
の
意
味

を
知
ら
な
か
っ
た
」「
避
難
勧
告
と
避
難
指

示
の
意
味
の
違
い
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と

い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、避
難
勧
告
や
避
難
指
示
の
意
味
や
、

発
表
さ
れ
た
と
き
に
す
べ
き
こ
と
を
普
段
か

ら
伝
え
て
お
か
な
い
と
、
い
ざ
と
い
う
と
き

の
情
報
が
力
に
な
ら
な
い
の
で
す
。

三
、
高
齢
者
対
策

　

最
近
は
、
地
震
で
も
水
害
で
も
、
高
齢
者

の
犠
牲
者
が
目
立
ち
ま
す
。
日
本
は
急
速
に

高
齢
化
し
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
の
自
治
体
で

災
害
が
起
き
て
も
高
齢
者
対
策
を
考
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
高
齢
者
対
策
と
一
言
で
言
い
ま

す
が
、こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
よ
ね
。

　

た
と
え
ば
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
と
き
、

被
災
者
は
、
最
初
、
体
育
館
な
ど
の
避
難
所

に
集
ま
り
、次
に
仮
設
住
宅
に
移
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
自
力
で
家
を
建
て
ら
れ
な
か
っ
た

人
は
、
公
営
の
復
興
住
宅
に
入
り
ま
し
た
。

復
興
住
宅
で
は
、
以
前
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
作
る
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
お
年
寄

り
が
た
く
さ
ん
出
て
、
そ
れ
が
、
孤
独
死
と

い
う
問
題
と
な
っ
て
現
れ
ま
し
た
。

災
害
と
防
災
の
現
場
か
ら

 「今 私たちがすべきこと」

Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員　

山　

﨑　
　
　

登

満場の聴講者も熱心に聞き入る

活
動
状
況
が
目
に
見
え
る
よ
う
に
具
体
的
に
語
ら
れ
る
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そ
う
い
う
教
訓
を
生
か
さ
な
け
れ
ば
と
い

う
こ
と
で
、
新
潟
の
中
越
地
震
の
と
き
、
山

古
志
村
は
、
避
難
所
の
段
階
か
ら
、
家
族
や

地
域
の
ま
と
ま
り
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
工
夫

し
ま
し
た
。

　

普
段
地
域
に
隠
れ
て
い
る
高
齢
者
の
問
題

が
、災
害
の
と
き
に
、一
気
に
顕
在
化
し
ま
す
。

だ
か
ら
、普
段
、地
域
の
高
齢
者
の
こ
と
を
知

ら
な
い
と
、
災
害
時
の
高
齢
者
対
策
は
取
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

四
、
地
域
の
防
災
力

　

災
害
が
大
き
く
な
る
と
、
防
災
機
関
の
手

に
は
負
え
な
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
域

の
力
が
と
て
も
大
事
に
な
り
ま
す
。
と
り
わ

け
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
拠
点
が
大
事
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

水
害
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
い
う
の
を
、

今
、各
地
で
作
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
は
、
ど
こ
に
ど
ん
な
被
害
が
出
る

恐
れ
が
あ
る
か
や
避
難
所
の
場
所
を
地
図
上

に
記
し
た
も
の
で
、
自
治
体
が
作
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
避
難
場
所
は
、
す
べ
て
、
小

学
校
か
中
学
校
か
公
民
館
で
す
。
民
間
の
家

を
避
難
場
所
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
自
治
体
が
定
め
た
避
難

所
は
遠
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
所
ま
で
、
地
域
の
お
年
寄
り
や
体
の

不
自
由
な
人
を
連
れ
て
行
く
こ
と
は
難
し
い

と
し
て
、
地
域
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
地

域
を
見
回
っ
て
、
地
域
の
お
寺
を
避
難
所
と

し
て
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
書
き
込
ん
だ
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

自
治
体
の
す
る
こ
と
に
は
、
ど
う
し
て
も

限
界
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
も
地
域

の
防
災
対
策
を
具
体
的
に
進
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

五
、
被
害
を
決
め
る
要
因

　

被
害
を
決
め
る
要
因
は
、
三
つ
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
季
節
・
天
候
で
す
ね
。
阪
神
淡

路
大
震
災
は
、
冬
に
起
き
て
空
気
が
乾
燥
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
火
災
が
燃
え
広
が
り
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
、
時
刻
。
明
け
方
に
起
き

ま
し
た
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
方
の
ほ
と
ん
ど

が
、
壊
れ
た
住
宅
に
押
し
潰
さ
れ
て
亡
く
な

り
ま
し
た
。
三
つ
目
は
、
地
域
性
。
た
と
え

ば
、
あ
の
震
災
が
、
も
っ
と
人
口
の
密
集
し

て
い
な
い
地
域
で
起
き
て
い
た
ら
、
被
害
の

様
相
は
変
わ
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。つ
ま
り
、

防
災
対
策
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
地
域
の

特
性
を
踏
ま
え
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る

の
で
す
。

平成18年度 禅文化学林・九州大会

六
、
被
害
を
減
ら
す

　

防
災
対
策
と
し
て
、
大
き
な
こ
と
も
大
事

だ
け
れ
ど
、小
さ
な
取
り
組
み
も
大
事
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で
た
い
へ

ん
だ
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
ト
イ
レ
で
す
。水

洗
ト
イ
レ
は
、
水
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
と
た

い
へ
ん
で
す
。そ
ん
な
状
況
で
し
た
が
、あ
る

お
宅
で
は
、バ
ケ
ツ
に
水
が
汲
ん
で
あ
っ
て
、

ト
イ
レ
を
流
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。話
を
聞
く
と
、お
婆
さ
ん
が
関
東
大
震
災

の
被
災
者
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
お
風
呂

の
水
は
必
ず
汲
み
置
け
と
言
わ
れ
て
、
そ
の

よ
う
に
し
た
ん
だ
そ
う
で
す
。防
災
と
い
う

の
は
難
し
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
、
一
つ
備

え
れ
ば
、
そ
の
分
楽
に
な
る
こ
と
が
一
つ
あ

る
、こ
れ
が
防
災
な
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
災
害
放
送
に
つ
い
て

ち
ょ
っ
と
お
話
し
し
ま
す
。
災
害
放

送
の
始
ま
り
は
、
昭
和
二
十
九
年
の

洞
爺
丸
台
風
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ

の
頃
、
テ
レ
ビ
は
、
洞
爺
丸
が
転
覆

し
て
何
人
の
方
が
亡
く
な
り
ま
し
た

と
、被
害
の
結
果
を
伝
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
結
果
だ
け
伝
え
て
も
被
害

を
減
ら
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

今
の
よ
う
に
、台
風
の
現
在
位
置
、

勢
力
な
ど
を
伝
え
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
昭
和
三
十
四
年
の
伊
勢
湾
台

風
か
ら
で
し
た
。
そ
れ
は
、
予
報
は

予
防
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
で

す
。

　

か
つ
て
「
一
吹
き
千
人
」
と
言
わ

れ
て
い
た
台
風
災
害
は
、
最
近
は
そ

の
頃
に
比
べ
る
と
、
随
分
被
害
が
少

な
く
は
な
り
ま
し
た
。
そ
の
要
因
と

し
て
、
情
報
の
力
も
大
き
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

七
、
ま
と
め
、
最
近
の
災
害
が
教
え
た
こ
と

　

最
近
の
災
害
が
教
え
た
こ
と
は
何
か
と
い

う
と
、
一
つ
に
は
、
地
震
は
ど
こ
で
も
起
き

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
台
風
や

集
中
豪
雨
を
軽
視
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
防

災
力
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
し
て
、
四
つ
目
は
、
普
段
の
備

え
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
生
き
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

み
な
さ
ん
が
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

防
災
を
担
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
皆
さ
ん
と
一
緒
に
、
私
も
、
今
後
の
防

災
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
山
﨑　
　

登
（
や
ま
ざ
き　

の
ぼ
る
）

昭
和
二
十
九
年

長
野
県
大
町
市
生
ま
れ

昭
和
五
十
一
年

Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
入
局

盛
岡
局
・
佐
賀
局
・
長
野
局
で
勤
務

昭
和
六
十
三
年

東
京
の
報
道
局
社
会
部
の
災
害
班
に
所
属

伊
東
沖
海
底
噴
火
・
イ
ラ
ン
地
震
・
釧
路
沖
地

震
・
ス
ー
パ
ー
長
崎
屋
尼
崎
店
火
災
な
ど
を
取

材
平
成
三
年

「
特
報
首
都
圏
」
キ
ャ
ス
タ
ー
、

平
成
六
年

名
古
屋
局
で
「
ウ
イ
ー
ク
エ
ン
ド
中
部
」
キ
ャ

ス
タ
ー
を
担
当

平
成
七
年

阪
神
淡
路
大
震
災
を
取
材

平
成
十
年

報
道
局
社
会
部
で
災
害
班
デ
ス
ク

平
成
十
二
年

Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員
（
自
然
災
害
・
防
災
担
当
）

台
湾
地
震
・
有
珠
山
噴
火
・
三
宅
島
噴
火
・
東

海
水
害
・
鳥
取
県
西
部
地
震
・
新
宿
歌
舞
伎
町

の
雑
居
ビ
ル
火
災
を
現
地
で
取
材
。
ほ
か
に
東

海
地
震
対
策
・
水
害
や
土
砂
災
害
な
ど
を
取
材
。

地
域
に
お
け
る
寺
院
の
重
要
性
が
防
災
活
動
に
も

強
く
反
映
さ
れ
る
と
講
じ
ら
れ
る　
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大
坂 

本
禅
文
化
学
林
第
二
部
会
の

テ
ー
マ
で
も
あ
る
、「
大
衆
教
化
と
の

接
点
」
に
則
し
て
、
そ
の
「
接
点
」
を

中
心
と
し
て
、
活
動
の
展
開
か
ら
地
域

の
方
が
た
と
の
横
の
繋
が
り
が
ど
の
よ

う
に
な
っ
た
か
。
そ
の
後
の
寺
院
で
の

教
化
活
動
に
も
変
化
が
で
き
た
等
の
感

想
や
今
後
の
展
望
を
ご
披
露
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。
先
ず
、
橘
さ
ん
の

活
動
「
サ
ン
タ
ピ
ア
ッ
プ
み
や
ぎ
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
会
」
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
？

橘 

海
外
教
育
支
援
の
き
っ
か
け
は
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
未
だ
改
善
さ
れ
て
い
な

い
教
育
環
境
の
現
況
を
多
く
の
方
に
伝

え
る
役
割
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で

す
。
そ
し
て
、
宮
城
県
曹
青
と
し
て
支

援
を
始
め
て
か
ら
約
二
十
五
年
の
経
過

時
間
が
あ
り
ま
す
の
で
、
先
ず
は
先
人

の
方
が
た
が
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
関

わ
っ
て
き
た
か
を
回
顧
し
、
現
会
員

の
意
識
啓
発
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
会
員
・
協
力
者
に
は
活
動
報
告
や

現
況
報
告
を
定
期
に
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
他
団
体
の
方
が
た
と
の
交
流
も
あ

り
ま
す
の
で
、
私
た
ち
と
は
異
な
る
も

の
の
捉
え
方
に
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
自

ら
を
省
み
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
が
会

の
魅
力
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、

こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
日
本
の
教
育
現
場

や
高
齢
者
の
方
が
た
な
ど
と
も
接
点
を

増
や
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

大
坂 

西
村
さ
ん
の
活
動
で
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
？

西
村 

防
災
訓
練
は
、
今
ま
で
自
治
会

の
方
が
た
が
中
心
に
活
動
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
実
質
活
動
さ
れ
る
方
が
少
な
い

の
と
消
防
訓
練
の
み
で
済
ま
し
て
い
る

形
か
ら
、
防
災
寺
子
屋
の
活
動
を
通
し

て
、
自
治
会
長
以
下
役
員
の
方
が
た
が

自
分
達
の
担
当
の
一
軒
ず
つ
、
声
を
か

け
て
回
る
よ
う
に
な
り
本
当
に
役
に
立

つ
団
体
と
な
り
ま
し
た
。も
う
一
つ
は
、

一
つ
の
組
織
だ
け
で
や
る
と
い
う
無

力
さ
を
感
じ
た
と
同
時
に
、
他
団
体
や

他
宗
教
な
ど
、
人
の
縁
と
の
関
わ
り
が

で
き
、
Ｓ
Ｖ
Ａ
で
は
災
害
支
援
サ
ポ
ー

タ
ー
と
し
て
情
報
交
換
等
の
活
動
を
し

て
お
り
ま
す
。

大
坂 

米
澤
さ
ん
も
、
現
全
曹
青
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
長
で
、
御
自
坊
で
も

防
災
寺
子
屋
の
活
動
を
さ
れ
て
お
り
、

社
会
福
祉
協
議
会
の
依
頼
で
活
動
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
が
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？

米
澤 

私
ど
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会

で
は
、
参
加
者
八
十
名
ほ
ど
の
小
中
規

模
の
防
災
寺
子
屋
活
動
を
目
指
し
て
活

動
し
て
お
り
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議
会

に
後
援
依
頼
を
し
た
と
こ
ろ
、
多
大
な

る
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
前
、

い
く
つ
か
の
防
災
訓
練
を
行
い
ま
し

た
が
、
子
ど
も
達
と
一
緒
に
活
動
し
た

際
に
は
、
一
人
の
和
尚
が
防
災
活
動
し

て
い
る
と
し
て
、
敢
え
て
作
務
衣
姿
に

て
活
動
し
、
ど
の
よ
う
な
人
で
も
必
要

な
活
動
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
今
ま
で
の
活
動
で
感
じ

た
こ
と
や
開
催
す
る
に
あ
た
る
不
安
・

迷
い
等
、
困
難
な
状
況
を
記
録
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
今
後
ど
な
た
で
も
気
軽

に
防
災
寺
子
屋
の
活
動
が
で
き
る
よ
う

に
、
資
料
の
作
成
を
鋭
意
邁
進
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
来
年
の
総
会
に
あ
ら
た

め
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

大
坂 

そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
で
の
ご
縁
や

接
点
に
よ
っ
て
、
活
動
自
体
も
成
り
立

つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
痛
感
さ
れ
ま

し
た
。
荒
木
さ
ん
は
阪
神
淡
路
大
震
災

で
の
活
動
体
験
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

し
た
が
、
そ
の
ご
縁
か
ら
「
大
衆
教
化

と
の
接
点
」
を
と
お
し
て
お
話
し
い
た

だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
？

荒
木 

人
び
と
の
繋
が
り
が
一
番
大
事

で
あ
る
と
言
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

防
災
で
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
が

何
か
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
、
子
ど
も
や
人
を
集
め
た
り
と
つ
い

つ
い
考
え
る
の
で
す
が
、
お
寺
の
場
を

提
供
す
る
こ
と
で
、
忙
し
い
方
な
ど
は

自
分
自
身
が
し
な
く
て
も
出
来
る
活
動

は
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
ま
た
、
連
絡

協
議
会
等
と
の
連
携
を
図
れ
ば
、
何
倍

も
の
力
に
な
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
神
戸
の
大
震

災
で
は
、
タ
イ
の
貧
し
い
子
ど
も
達
か

ら
義
援
金
が
送
ら
れ
た
と
き
に
は
涙
が

で
る
思
い
で
し
た
。
こ
の
豊
か
な
社
会

で
生
き
て
い
る
私
た
ち
は
、
そ
の
よ
う

な
心
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
、
自

分
自
身
に
問
い
か
け
る
機
会
に
な
り
ま

し
た
。
自
分
か
ら
動
け
ば
、
そ
の
動
き

を
受
け
る
方
は
必
ず
い
る
は
ず
で
す
。

大
坂 

先
ず
、
考
え
る
よ
り
も
行
動
に

起
こ
す
と
い
う
こ
と
が
、
な
か
な
か
で

き
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
を
一
歩
踏
み

出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
一
歩

パ
ネ
リ
ス
ト

 

●
荒
木
正
昭 

師　

●
米
澤
智
秀 

師

 

●
橘　

智
法 

師
…
宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
、
サ
ン
タ
ピ
ア
ッ
プ
み
や
ぎ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
会
長
。

 

●
西
村
宗
洋 

師
…
埼
玉
県
第
二
宗
務
所
慈
眼
寺
住
職
、
十
五
期
全
曹
青
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
委
員
。

司　

会

 

●
大
坂
恵
司 

師
…
全
曹
青
副
会
長
。

　

本
年
一
月
十
七
日
で
、「
阪
神
淡
路
大
震
災
」か
ら
十
二
年
の
月
日
が
経
ち

ま
す
。
一
方
、
東
海
地
震
・
南
海
地
震
、
そ
し
て
東
南
海
地
震
や
首
都
圏
直

下
型
地
震
へ
の
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
る
今
日
、
私
た
ち
は
災
害
に
対
し
て
何
を

備
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
非
常
食
・
飲
料
水
な
ど
を
備
え
る
こ
と
も

大
切
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
自
分
の
地
域
や
、
地
域
に
暮
ら
す
仲
間
を
知

り
、
共
に
支
え
合
え
る
関
係
を
育
ん
で
い
く
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、
本
大
会
で
は
実
際
に
防
災
活
動
を
行
っ
て
い
る
宗
侶
の
方
が
た

を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
招
き
、
意
見
交
換
会
を
催
し
ま
し
た
。

 「今 私たちがすべきこと」

大衆教化の
接点を求めて

か
ら
ご
縁
が
生
ま
れ
、
横
に
繋
が
る
こ

と
へ
の
後
押
し
と
な
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。私
の
地
域
で
は
、防
犯
の
活
動
の

一
環
と
し
て
防
犯
寺
子
屋
を
考
え
て
お

り
、
そ
の
展
開
と
し
て
本
日
の
意
見
交

換
会
は
た
い
へ
ん
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

西
村 

防
災
寺
子
屋
の
活
動
は
、
防
犯

活
動
を
も
担
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
教
育
の
現
場
に
は
僧
侶
は
入

れ
な
い
現
状
で
す
の
で
、
や
は
り
荒
木

さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う
に
、

場
の
提
供
を
さ
れ
る
こ
と
が
活
動
し
や

す
い
と
思
い
ま
す
。

大
坂 

皆
さ
ま
の
活
動
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
他
団
体
と
の
一
線
を
一
歩
踏
み
込

み
、
接
点
を
横
に
つ
な
げ
た
形
の
活
動

で
あ
り
、
た
い
へ
ん
貴
重
な
意
見
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
意
見
を
本
日
参

加
さ
れ
た
方
が
た
に
は
、
今
後
の
各
曹

青
会
活
動
等
の
参
考
に
し
て
役
立
て
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

222222222222

222222222222

意見交換会

左から橘・西村・荒木・米澤各師
それぞれの活動を通した意見が述べられる
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春
は
花　

夏
ほ
と
と
ぎ
す　

秋
は
月

�

冬
雪
さ
え
て
す
ず
し
か
り
け
り

　

道
元
禅
師
の
和
歌
に
、
面
山
禅
師
は
「
本

来
の
面
目
」
と
題
さ
れ
ま
し
た
。
本
来
つ
ま

り
、
あ
た
り
前
に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
、
今

私
た
ち
が
こ
の
身
で
体
現
し
て
い
く
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
、
単
に
自
然
の
移

り
変
わ
り
を
詠
ま
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
発

心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
の
行
持
道
環
を
四

季
に
譬
え
て
詠
ま
れ
ま
し
た
。青
年
僧
侶
は
、

今
だ
か
ら
こ
そ
、
懼お

そ

れ
ず
に
深
く
思
い
行
っ

て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

近
年
、自
然
の
猛
威
は
地
球
規
模
で
振
る

い
、自
然
災
害
は
避
け
て
は
通
れ
ぬ
も
の
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。人
類
が
、発
展
と
い
う
名

の
下
に
犯
し
て
き
た
自
然
破
壊
は
、地
球
温

暖
化
や
森
林
伐
採
に
よ
る
砂
漠
化
を
齎も

た

ら
し

て
き
ま
し
た
。自
然
と
共
に
生
き
る
私
た
ち

は
、災
害
や
異
常
気
象
に
直
面
し
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。阪
神
淡
路
大
震
災
の
起
き

た
一
九
九
五
年
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
元
年
と
呼

ば
れ
ま
す
が
、神
戸
で
は
多
く
の
青
年
僧
侶

が
炊
き
出
し
を
し
、寒
い
車
中
で
寝
起
き
し
、

か
じ
か
ん
だ
手
で
水
を
運
び
ま
し
た
。あ
れ

か
ら
、多
く
の
災
害
に
遭
い
、被
災
者
の
方
が

た
と
同
悲
・
同
苦
を
共
有
し
な
が
ら
も
、私
た

ち
は
何
を
す
べ
き
な
の
か
、私
た
ち
に
何
が

で
き
る
の
か
を
、自
問
自
答
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

昨
年
の
十
一
月
十
三
・
十
四
日
の
両
日
、

禅
文
化
学
林
九
州
大
会
を
開
催
し
、
第
一
部

を「
今　

私
た
ち
が
す
べ
き
こ
と
」と
題
し
、

災
害
の
実
際
と
防
災
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
解

説
委
員
山
﨑
登
氏
に
基
調
講
演
を
い
た
だ

き
、
災
害
現
場
か
ら
防
災
に
つ
い
て
学
び
、

僧
侶
あ
る
い
は
寺
院
と
し
て
な
す
べ
き
事
を

考
察
し
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
第
二
部
は
、
地
域
の
青
年
会
で
行

わ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
発
表
を
通

し
、
今
後
の
青
年
会
活
動
や
、
寺
院
で
の
布

教
活
動
に
繋
が
る
活
発
な
意
見
交
換
と
意
見

開
陳
の
場
と
し
て
「
大
衆
教
化
の
接
点
を
求

め
て
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

禅
文
化
学
林
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
博
多

は
、道
元
禅
師
が
宋
へ
出
立
さ
れ
た
地
で
す
。

若
き
道
元
禅
師
の
求
道
の
志
に
は
及
ば
ぬ
ま

で
も
、篤
き
志
の
青
年
僧
侶
が
結
集
し
、共
に

研
鑽
す
る
大
会
に
な
っ
た
と
考
え
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
会
場
を
ご
提
供

い
た
だ
き
ま
し
た
安
国
寺
専
門
僧
堂
堂
長
老

師
は
じ
め
山
内
各
位
、
ご
法
援
下
さ
い
ま
し

た
諸
師
の
皆
さ
ま
、
ま
た
、
全
国
よ
り
趣
旨

に
ご
賛
同
い
た
だ
き
ご
参
集
い
た
だ
き
ま
し

た
参
加
者
各
位
、
関
係
諸
師
に
心
よ
り
深
く

御
礼
並
び
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

 

大
会
実
行
委
員
長　

小　

島　

宗　

彦　
　
　

 

（
九
州
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
）

事
務
局
だ
よ
り

禅
文
化
学
林
九
州
大
会
開
催
に
あ
た
り

臨
時
評
議
員
会

�

開
催
報
告

　

去
る
平
成
十
八
年
十
一
月
二
日（
木
）午
後

一
時
三
十
分
よ
り
、
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
三

階
桜
の
間
に
於
い
て
、
会
員
諸
師
八
十
名
の

出
席
の
も
と
、
平
成
十
八
年
度
臨
時
評
議
員

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
開
会
の
辞
を
香
村

一
孝
副
会
長
が
述
べ
ら
れ
、
三
帰
礼
文
唱
和

の
後
、
宮
寺
守
正
会
長
の
挨
拶
が
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、宇
田
治
徳
師（
曹
広
青
）

が
議
長
と
し
て
選
出
さ
れ
迅
速
な
議
事
進
行

に
よ
り
、左
記
の
議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
活
動
は
継
続
的
に
進
行

し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
、午
後
三
時
に
、

門
脇
昌
文
副
会
長
に
よ
っ
て
閉
会
の
辞
が
述

べ
ら
れ
、
無
事
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

第
一
号
議
案

　

 

総
務
委
員
会
活
動
経
過
報
告
・
広
報
委
員
会
活
動
経
過
報
告
・
青
少
年
教
化
委
員
会
活

動
経
過
報
告
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会
活
動
経
過
報
告
・
法
式
委
員
会
活
動
経
過
報
告
・

Ｉ
Ｔ
委
員
会
活
動
経
過
報
告
・
事
務
局
活
動
経
過
報
告
・
会
計
中
間
報
告

連
絡
事
項

・
全
日
本
仏
教
青
年
会
活
動
経
過
報
告

・
小
島
宗
彦
理
事
よ
り
十
一
月
十
三
日（
月
）・
十
四
日（
火
）開
催
予
定
禅
文
化
学
林
九

州
大
会
に
つ
い
て

・
長
野
県
第
二
曹
洞
宗
青
年
会
よ
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
並
び
に
支
援
金
へ
の
御
礼

・
鹿
児
島
県
曹
洞
宗
青
年
会
よ
り
支
援
金
へ
の
御
礼

・
平
成
十
九
年
度
総
会
日
程
に
つ
い
て

　
　
　

定
期
評
議
員
会　
　
　
　
　
　

平
成
十
九
年
五
月
九
日（
水
）

　
　
　

中
央
研
修
会 

・ 

定
期
総
会　
　

平
成
十
九
年
五
月
十
日（
木
）
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委
員
会
紹
介

総

務

委

員

会

情
報
局

全
曹
青

　

総
務
委
員
会
は
、
前
身
の
総
合
企
画
事
業

研
修
委
員
会
か
ら
の
事
業
を
継
続
し
つ
つ
、

総
務
的
役
割
を
踏
ま
え
、
事
務
局
・
会
計
と

の
連
携
を
密
接
に
と
り
、
事
務
作
業
の
効
率

化
、
各
委
員
会
事
業
の
円
滑
運
営
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

◆
禅
文
化
学
林
開
催
地
と
の
連
絡
・
協
議

　

禅
文
化
学
林
は
昭
和
五
十
三
年
十
月
二
十

〜
二
十
三
日
、
大
本
山
總
持
寺
に
お
い
て
第

一
回
目
が
開
催
さ
れ
て
以
来
、
時
代
に
即
し

た
形
で
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
で
は
平
成

九
年
度
の
九
州
・
大
分
大
会
の
開
催
以
降
、

各
管
区
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
の
も
と
、
幅
広

い
ナ
マ
の
声
を
反
映
で
き
る
よ
う
、
全
国
各

地
で
の
開
催
が
主
流
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
十
七
年
度
・
禅
文
化
学
林
は
平
成

十
七
年
十
一
月
二
十
三
〜
二
十
四
日
、
岐
阜

市
に
お
い
て
「
今
、
命
を
見
つ
め
る
〜
こ
ど

も
た
ち
の
未
来
の
た
め
に
〜
」を
テ
ー
マ
に
、

「
第
二
十
九
回
東
海
管
区
曹
洞
宗
青
年
会
大

会
」「
曹
洞
宗
岐
阜
県
青
年
会
三
十
周
年
記

念
大
会
」
を
併
催
し
て
、
転
読
大
般
若
御
祈

祷
法
要
、
講
師
に
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
野
口
健

氏
を
お
招
き
し
て
の
講
演
会
、
タ
レ
ン
ト
・

エ
ッ
セ
イ
ス
ト
の
高
木
美
保
氏
と
野
口
氏
の

対
談
、
東
海
管
区
内
各
曹
青
会
の
活
動
発
表

を
交
え
、「
今
後
の
青
年
会
活
動
を
見
つ
め

る
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
発
表
会
な
ど
、
こ
れ

か
ら
の
教
化
活
動
を
い
か
に
実
践
し
て
い
く

の
か
を
、
参
加
者
の
皆
さ
ま
方
と
一
緒
に
考

え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

平
成
十
八
年
度
・
禅
文
化
学
林
は
平
成

十
八
年
十
一
月
十
三
〜
十
四
日
、
福
岡
市
に

お
い
て
「
今 

私
た
ち
が
す
べ
き
こ
と
〜
大

衆
教
化
の
接
点
を
求
め
て
〜
」
を
テ
ー
マ

に
、
近
未
来
に
起
こ
り
う
る
災
害
に
ど
う
対

処
す
べ
き
な
の
か
、
地
域
の
中
で
寺
院
が
ど

う
い
う
役
割
を
果
た
せ
る
の
か
を
参
究
す
べ

く
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員
・
山
﨑
登
氏
を
講
師

に
『
災
害
と
防
災
の
実
際
』
と
題
し
て
ご
講

演
い
た
だ
き
、
引
き
続
い
て
山
﨑
氏
、
Ｓ
Ｖ

Ａ
の
関
尚
士
氏
、
第
十
三
期
全
曹
青
会
長
・

荒
木
正
昭
老
師
に
よ
る
座
談
会
を
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、「
防
災
寺
子
屋
」
と
「
サ
ン
タ

ピ
ア
ッ
プ
み
や
ぎ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
」
の
活

動
を
通
し
て
、
地
域
の
青
年
会
が
ど
の
よ
う

な
活
動
を
し
、
成
果
を
得
て
い
る
の
か
を
発

表
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
会

場
の
ホ
テ
ル
ロ
ビ
ー
に
お
い
て
全
曹
青
の
頒

布
物
、
活
動
報
告
を
中
心
と
し
た
ブ
ー
ス
を

設
営
し
、
各
委
員
会
の
活
動
を
参
加
者
の
皆

さ
ま
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

両
大
会
と
も
、何
度
か
開
催
地
に
出
向
し
、

打
ち
合
わ
せ
や
準
備
を
し
て
い
く
中
で
、
開

催
地
の
皆
さ
ま
の
篤
い
情
熱
を
肌
で
感
じ
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

開
催
に
あ
た
っ
て
企
画
か
ら
運
営
ま
で
ご

尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
管
区
な
ら
び
に
地
元

曹
青
会
、
関
係
各
位
の
皆
さ
ま
に
こ
の
場
を

借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
花
ま
つ
り
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
平
成
四
年
に
〝
生

き
る
た
め
の
仏
教
、
生
き
る
支
え
と
し
て
の

仏
教
〞
を
前
面
に
打
ち
出
し
、〝
弔
事
と
し

て
の
仏
教
法
要
で
は
な
く
、
慶
事
と
し
て
の

仏
教
法
要
〞
と
し
て
「
花
ま
つ
り
」
を
掲
げ
、

社
団
法
人
全
国
生
花
商
協
会
と
タ
イ
ア
ッ
プ

し
て
ポ
ス
タ
ー
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
の
配

布
を
行
っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
毎
年
、
実

費
頒
布
し
て
い
る
「
真
心
の
た
ね
を
ま
き
ま

し
ょ
う
」
と
記
し
た
花
の
種
、
甘
茶
、
三
仏

忌
の
説
明
を
つ
け
た
セ
ッ
ト
は
、
阪
神
淡
路

大
震
災
追
悼
法
要
に
お
い
て
配
布
さ
れ
た
の

が
始
ま
り
と
き
い
て
お
り
ま
す
。

　

第
十
六
期
に
お
い
て
も
、
こ
の
事
業
を
継

続
し
、
皆
さ
ま
に
お
届
け
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
が
、
昨
年
よ
り
甘
茶
の
高
騰
に

よ
り
、
一
部
あ
た
り
一
〇
〇
円
と
い
う
価
格

の
維
持
が
困
難
な
状
況
と
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
当
委
員
会
で
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ザ

イ
ン
・
内
容
物
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、

新
た
な
ス
タ
イ
ル
を
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

今
年
度
は
、
新
デ
ザ
イ
ン
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ

に
三
仏
忌
の
説
明
文
書
を
記
載
し
、
甘
茶
の

テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
と
花
の
種
、
イ
ン
ド
ボ
ダ

イ
ジ
ュ
の
葉
脈
を
詰
め
て
、
一
部
あ
た
り

一
三
〇
円
に
て
実
費
頒
布
し
ま
す
。

　

す
で
に
原
案
・
業
者
・
価
格
を
決
定
し
、

受
付
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
詳
細
は
、
本

誌
２
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

◆
頒
布
物
の
管
理
・
受
注
・
発
送

　

過
去
に
発
行
さ
れ
た
全
曹
青
の
頒
布
物
の

管
理
（
デ
ー
タ
も
し
く
は
現
物
）、
委
員
会

か
ら
発
行
さ
れ
た
頒
布
物
の
受
注
・
発
送
業

務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
期
は
青
少
年
教
化

委
員
会
の
「
ほ
と
け
さ
ま
の
知
恵
袋
」、
法

平
成
十
七
年
度
・
禅
文
化
学
林

 

（
転
読
大
般
若
御
祈
祷
法
要
の
様
子
）
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情報局全曹青

式
委
員
会
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ「
祈
祷
太
鼓
の
手
引
き
」

の
受
注
・
発
送
を
行
い
ま
し
た
。
担
当
委
員

が
檀
務
の
傍
ら
受
注
・
発
送
を
行
っ
て
い
る

た
め
、
発
送
遅
延
等
で
ご
迷
惑
を
お
か
け
い

た
し
ま
し
た
。

◆
曹
洞
宗
報
「
そ
う
せ
い
号
外
」
へ
の
入
稿

　

第
十
五
期
ま
で
は
事
務
局
が
本
庁
へ
の
入

稿
を
毎
月
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
事
務
局
業

務
軽
減
の
た
め
、
今
期
よ
り
当
委
員
会
で
担

当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
毎
月
発
行
と

い
う
こ
と
で
、
比
較
的
早
く
執
行
部
の
動
向

を
お
伝
え
で
き
る
よ
う
、
つ
と
め
て
ま
い
り

ま
す
。
ま
た
、「
そ
う
せ
い
」
表
紙
デ
ザ
イ

ン
の
変
更
に
伴
い
、「
そ
う
せ
い
号
外
」
の

タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
も
本
年
一
月
号
よ
り
変

更
い
た
し
ま
し
た
。

◆
活
動
報
告
集
作
成

　

平
成
十
七
〜
十
八
年
度
の
各
曹
青
会
の
活

動
内
容
を
報
告
し
て
い
た
だ
き
、
委
員
会

で
ま
と
め
ま
す
。
前
期
ま
で
は
冊
子
に
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
今
期
は
試
験
的
に
全
曹
青

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
般
若
」
に
て
紹
介
す
る
予

定
で
す
。

◆
事
務
局
業
務
の
補
佐

　

委
員
会
の
名
称
変
更
と
と
も
に
新
た
に
職

務
と
し
て
加
わ
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、

評
議
員
名
簿
の
管
理
、
評
議
員
会
案
内
状
の

発
送
・
出
欠
確
認
、
各
曹
青
会
名
簿
・
管
区

大
会
関
連
書
類
・
各
委
員
会
議
事
録
の
管
理

の
ほ
か
、
執
行
部
会
・
理
事
会
へ
毎
回
委
員

一
名
が
出
向
し
、
事
務
局
庶
務
の
補
佐
を
し

て
い
ま
す
。

◆
今
後
の
展
望

　

総
務
委
員
会
は
、
継
続
し
て
行
わ
れ
る
本

会
事
業
を
中
心
と
し
て
行
う
と
い
う
他
委
員

会
と
は
異
な
る
性
質
を
持
っ
て
い
ま
す
。
諸

先
輩
方
が
築
き
あ
げ
て
き
た
伝
統
を
継
承
し

つ
つ
、
新
し
い
可
能
性
を
求
め
、
よ
り
よ
い

も
の
を
作
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

 

（
総
務
委
員
会
委
員
長　

中
村
嘉
秀
）

委 

員 

長　

中
村　

嘉
秀

 

（
愛
知
県
第
一
曹
洞
宗
青
年
会
）

よ
り
充
実
し
た
魅
力
あ
る
全
曹
青
の
活
動

の
一
助
と
な
る
よ
う
、
新
た
な
可
能
性
を

求
め
て
進
ん
で
い
き
た
い
。

副
委
員
長　

山
根　

宗
信

 

（
曹
洞
宗
鳥
取
県
青
年
会
）

広
い
視
野
と
高
い
目
標
意
識
を
持
ち
、
自

己
研
鑽
に
励
む
と
同
時
に
、
全
曹
青
の
一

員
と
し
て
発
展
に
努
め
た
い
。

委　

員　

森　
　

如
謙

 

（
曹
洞
宗
岐
阜
県
青
年
会
）

任
期
も
残
す
と
こ
ろ
わ
ず
か
で
す
が
、
い

た
だ
い
た
仏
縁
に
感
謝
し
、
任
を
ま
っ
と

う
い
た
し
ま
す
。

委
員
（
庶
務
）　

奥
村　

孝
裕

 

（
北
海
道
第
二
宗
務
所
青
年
会
）

諸
先
輩
の
足
手
ま
と
い
に
な
ら
ぬ
よ
う
、

日
々
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。
宜
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

委
員
（
会
計
）　

来
馬　

司
龍

 

（
曹
洞
宗
埼
玉
県
第
二
宗
務
所
青
年
会
）

持
続
可
能
な
組
織
づ
く
り
に
は
、
地
味
な

仕
事
こ
そ
重
要
で
す
。
労
を
い
と
わ
ず
最

後
ま
で
頑
張
り
ま
す
。

各
委
員

コ
メ
ン
ト

平
成
十
八
年
度
・
禅
文
化
学
林

 

（
会
場
ロ
ビ
ー
に
て

 

花
ま
つ
り
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
紹
介
）
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先
生
は
現
在
、
青
少
年
の
電
話
相
談
や
脱

カ
ル
ト
問
題
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す

が
、
そ
の
活
動
に
い
た
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

お
話
を
聞
か
せ
て
下
さ
い
。

【
楠
山
】 

も
と
も
と
は
、
大
明
寺
の
末
寺
の

副
住
職
で
し
た
。
そ
の
傍
ら
、
近
く
に
あ
る

三
浦
高
校
の
教
員
を
三
十
年
や
っ
て
い
て
、

非
行
問
題
、
暴
走
族
対
策
や
い
じ
め
問
題
に

取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
日
蓮
宗
で

は
、
社
会
教
化
事
業
協
会
と
い
う
と
こ
ろ
で

福
祉
活
動
を
や
ろ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上
が

り
、
そ
の
と
き
も
私
が
引
っ
張
り
出
さ
れ
ま

し
た
。
私
は
三
十
代
で
し
た
。
宗
門
と
し
て

は
、
こ
れ
か
ら
来
る
べ
き
高
齢
化
社
会
の
問

題
に
つ
い
て
、
介
護
と
い
う
切
り
口
で
福
祉

を
で
き
な
い
か
と
い
う
考
え
で
し
た
。
そ

～
社
会
で
市
民
権
を
得
て
い
く
た
め
に
～

　

今
号
は
横
須
賀
で
青
少
年
問
題
に
取
り
組
み
、
特
に
カ
ル
ト
問
題
を
中
心
に
活
動
を
展

開
し
て
い
る
楠
山
泰
道
師
を
紹
介
し
ま
す
。
ガ
ン
を
克
服
し
た
と
は
い
え
、
身
を
粉
に
し

て
奔
走
す
る
そ
の
姿
に
、
宗
派
を
超
え
て
若
い
僧
侶
が
影
響
を
受
け
、
第
二
の
楠
山
師
も

生
ま
れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
湧
い
て
く
る
の
で

し
ょ
う
か
。
師
の
熱
い
思
い
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。

の
と
き
私
は
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
れ
よ
。

そ
の
高
齢
者
を
み
る
の
は
一
体
誰
な
ん
だ
」

と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
高
齢
者
を
み
る
若

者
を
教
育
し
て
い
か
な
い
と
、
誰
も
面
倒
を

み
な
く
な
る
の
で
は
と
い
う
危
機
的
発
想
が

あ
っ
た
ん
で
す
。

―

現
場
で
実
践
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
危
機

的
な
思
い
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
現
在
も
子

ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
は
た
い
へ
ん
厳

し
い
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
当
時

に
は
な
か
っ
た
新
た
な
問
題
も
出
て
き
て
い

ま
す
。
若
い
人
の
仏
教
離
れ
も
進
ん
で
い
ま

す
し
、
各
宗
派
と
も
若
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
課
題
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

【
楠
山
】 

そ
う
で
す
ね
。
そ
こ
で
日
蓮
宗
で

は
、
子
ど
も
を
育
て
る
福
祉
を
展
開
し
て
い

ぴ
ー
ぷ
る

�

日
蓮
宗�

大
明
寺
住
職　

楠
山
泰
道 

師

こ
う
と
、
社
会
福
祉
法
人
を
申
請
し
て
立
正

福
祉
会
全
国
家
庭
児
童
相
談
室
と
い
う
の
を

立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
に

く
る
ま
で
に
は
た
い
へ
ん
な
苦
労
が
あ
り
ま

し
た
が
、
宗
門
の
上
の
方
が
た
が
、「
み
仏

の
子
ど
も
を
育
て
よ
う
よ
」
と
い
う
発
想
に

よ
う
や
く
切
り
替
わ
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ

ん
な
な
か
、
子
ど
も
が
統
一
教
会
へ
入
信
し

た
と
い
う
両
親
か
ら
の
相
談
が
飛
び
込
ん
で

き
ま
し
た
。
最
初
は
何
も
か
も
わ
か
ら
な
く

て
、
た
い
へ
ん
困
り
ま
し
た
。
通
常
の
青
少

年
問
題
と
は
違
っ
て
、
背
景
に
宗
教
と
い
う

教
義
が
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
聖
書
を
読

ん
で
勉
強
し
な
が
ら
、
三
ヶ
月
が
か
り
で
女

の
子
を
な
ん
と
か
脱
会
さ
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
女
の
子
の
場
合
、
親
は
被
害
者
の
会

を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
さ
ん
の
と
こ

ろ
へ
行
っ
て
い
ま
し
た
。
オ
ウ
ム
被
害
者
の

会
の
親
た
ち
も
、
相
談
の
窓
口
が
な
く
て
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
へ
相
談
に
行
っ
て
い
た

の
で
す
。と
こ
ろ
が
オ
ウ
ム
の
場
合
、チ
ベ
ッ

ト
仏
教
を
か
ざ
し
て
い
た
も
の
で
牧
師
さ
ん

が
困
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
誰

か
お
坊
さ
ん
で
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
私

ど
も
に
話
が
き
た
の
で
す
。
こ
れ
が
カ
ル
ト

問
題
に
関
わ
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

―

と
て
も
難
し
い
問
題
が
飛
び
込
ん
で
き
た

わ
け
で
す
ね
。
当
時
仏
教
界
と
し
て
は
そ
の

問
題
を
避
け
て
き
た
と
思
い
ま
す
が
、
真
剣

に
向
か
い
合
っ
て
い
っ
た
そ
の
姿
勢
に
頭
が

下
が
り
ま
す
。

【
楠
山
】 
私
が
こ
の
問
題
に
関
わ
る
こ
と

に
し
た
の
は
、
そ
の
と
き
の
相
談
者
が
、
日

蓮
宗
の
檀
家
さ
ん
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
他
宗
の
方
も
た
く
さ
ん

い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
一
様
に
話
す
の
は
お
寺

に
相
談
へ
行
っ
て
も
、
門
前
払
い
さ
れ
て
し

ま
う
と
い
う
事
実
で
す
。
ひ
ど
い
場
合
は
、

奥
か
ら
週
刊
誌
を
持
っ
て
く
る
だ
け
だ
っ
た

り
、「
祈
っ
て
お
き
ま
す
」
と
い
う
一
言
だ

と
い
う
、
お
坊
さ
ん
の
そ
の
対
応
に
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
た
ら
し
い
の
で
す
。「
私
も
日
蓮

宗
の
坊
主
で
す
」
と
言
っ
た
ら
、「
知
っ
て

い
ま
す
。
坊
さ
ん
は
と
て
も
信
用
で
き
ま
せ

ん
」
と
い
う
具
合
で
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の

牧
師
は
信
用
で
き
て
も
、
坊
さ
ん
は
信
用
で

き
な
い
と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
で
「
わ
か
り
ま

し
た
、
あ
な
た
の
子
ど
も
が
脱
会
す
る
ま

で
、
私
は
こ
の
問
題
か
ら
絶
対
手
を
引
き
ま

せ
ん
」
と
な
り
、
こ
の
こ
と
が
す
べ
て
の
始

ま
り
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
仏
教
界
の
反

応
と
い
え
ば
、
我
が
宗
も
含
め
「
そ
ん
な
危

な
い
も
の
に
手
を
出
す
な
」
と
か
「
正
し
い

宗
教
は
生
き
延
び
て
い
く
。
悪
い
宗
教
は

放
っ
て
お
け
ば
滅
び
る
」
と
い
う
も
の
で
し

た
。
そ
こ
で
自
分
の
身
は
自
分
で
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
立
ち
上
げ
た
の
が
Ｊ
Ｄ
Ｃ

Ｃ
（
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
の
前
身
）
で
す
。

横
浜
弁
連
の
滝
本
弁
護
士
さ
ん
と
か
小
野
弁

護
士
さ
ん
、東
京
第
二
弁
連
の
弁
護
士
さ
ん
、

キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
さ
ん
、社
会
心
理
学
者
、

精
神
科
医
が
一
緒
に
組
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

こ
の
問
題
を
専
門
に
研
究
し
て
対
処
し
て
い

こ
う
と
、
さ
ら
に
こ
の
問
題
に
の
め
り
込
ん

で
い
き
ま
し
た
。

―

そ
う
し
た
活
動
を
支
え
る
先
生
の
僧
侶
観

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

【
楠
山
】 

ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
宗
教
法
人
を

名
乗
っ
て
い
ま
す
。
公
益
法
人
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
し
て
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
社
会
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救
済
で
き
て
初
め
て
立
派
な
坊
さ
ん
な
ん
で

す
。
法
要
が
で
き
て
お
経
が
読
め
れ
ば
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
。
檀
家
制
度
と
伝
統
の
中
に
あ

ぐ
ら
を
か
い
て
い
た
ら
、
社
会
か
ら
相
手
に

さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
葬
儀
に
し
て
も
、
お

坊
さ
ん
を
相
手
に
し
て
い
な
い
し
、
飾
り
物

に
し
か
過
ぎ
な
い
。
や
っ
ぱ
り
社
会
で
ど
う

必
要
と
さ
れ
る
か
に
つ
き
る
と
思
い
ま
す
。

必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
市
民
権
を
得
る
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
坊
さ
ん
が
市
民
権
を
得

な
き
ゃ
駄
目
で
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
私
は
命
懸
け
で
こ
の
問
題

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
私
の
宗
教
活
動

そ
の
も
の
な
の
で
す
。
社
会
で
起
こ
っ
て
い

る
問
題
を
分
析
し
、
そ
れ
を
ど
う
解
決
で
き

る
か
、
そ
の
中
に
カ
ル
ト
問
題
が
あ
る
の
で

す
。

―

社
会
に
根
ざ
し
た
生
き
方
で
す
ね
。
お
寺

に
こ
も
っ
て
い
た
ら
な
か
な
か
市
民
権
は
得

ら
れ
ま
せ
ん
ね
。

【
楠
山
】 

で
も
本
当
は
や
め
た
い
で
す
。

も
っ
と
楽
し
た
い
か
ら
。
こ
の
問
題
を
や
っ

て
い
る
と
年
間
三
千
件
以
上
相
談
が
あ
る
わ

け
だ
か
ら
、
体
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
し
ま

う
。
で
も
次
か
ら
次
へ
と
カ
ル
ト
問
題
が
後

を
絶
た
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
脱
け
ら
れ
な
い

ん
で
す
よ
ね
。

―

す
さ
ま
じ
い
相
談
件
数
で
す
ね
。
我
々
も

社
会
に
身
を
お
い
て
い
な
が
ら
、
未
だ
に
カ

ル
ト
問
題
で
悩
ん
で
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い

る
と
は
想
像
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ

青
少
年
と
関
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

【
楠
山
】 

私
は
ね
、
お
釈
迦
様
が
教
え
た
の

は
、
仏
様
の
子
ど
も
を
つ
く
ら
な
き
ゃ
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
様
の

子
ど
も
を
つ
く
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
、
得
度
っ
て
い
う
仏
教

の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
悪
を
成
さ
ず
、
善

を
行
え
る
子
ど
も
を
つ
く
る
こ
と
だ
か
ら
、

子
ど
も
の
こ
ろ
に
そ
の
人
格
を
植
え
つ
け
な

き
ゃ
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
植
え
つ
け
る
教

育
を
す
る
こ
と
が
お
寺
の
役
目
。
だ
か
ら
寺

子
屋
で
す
。
そ
の
役
目
は
予
防
で
す
。
カ
ル

ト
予
防
に
ひ
き
こ
も
り
予
防
で
す
よ
。
今
仏

教
界
は
、
も
ろ
手
を
挙
げ
て
こ
れ
を
や
ら
な

き
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

―

日
本
は
予
防
と
い
う
発
想
が
な
か
な
か
で

て
き
ま
せ
ん
ね
。
だ
か
ら
青
少
年
へ
の
仏
教

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
な
ん
で
す
ね
。

【
楠
山
】 

オ
ウ
ム
問
題
で
ど
れ
だ
け
の
人

が
あ
の
サ
リ
ン
事
件
を
宗
教
テ
ロ
だ
と
認
識

し
た
で
し
ょ
う
か
。
私
は
あ
れ
は
社
会
に
対

す
る
テ
ロ
だ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
オ
ウ

ム
の
仏
教
原
理
主
義
と
い
う
の
は
、
今
の
仏

教
が
堕
落
し
て
い
る
か
ら
元
へ
返
せ
と
い
う

原
理
主
義
な
ん
で
す
。
オ
ウ
ム
信
徒
に
「
寺

は
風
景
に
過
ぎ
ず
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
か

ら
。
も
っ
と
ひ
ど
い
の
は
「
日
本
の
寺
の
中

に
は
信
心
が
な
い
」
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。

坊
さ
ん
は
怒
ら
な
き
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。
私
は

無
性
に
腹
が
立
ち
ま
し
た
。
腹
が
立
っ
た
と

同
時
に
自
分
が
情
け
な
く
な
り
、
坊
さ
ん
を

辞
め
た
く
な
り
ま
し
た
。
お
れ
は
坊
さ
ん
ら

し
い
こ
と
を
何
か
や
っ
た
の
か
な
と
思
っ
た

か
ら
で
す
。
修
行
し
て
、
お
経
を
上
げ
て
、

法
要
が
で
き
り
ゃ
い
い
。
そ
ん
な
の
は
坊
さ

ん
じ
ゃ
な
い
っ
て
、
初
め
て
思
い
知
ら
さ
れ

た
ん
で
す
。。

―

わ
が
身
を
振
り
返
り
耳
が
痛
い
話
で
す
。

【
楠
山
】 

仏
教
の
教
え
を
説
く
と
い
う
こ

と
は
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
予
防

策
を
も
っ
て
人
を
育
て
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
仏
の
子
を
作
る
ん
だ
か
ら
宗
派

だ
何
だ
を
超
え
て
、や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

何
も
衣
を
着
て
る
だ
け
が
坊
さ
ん
じ
ゃ
な

い
。袈
裟
衣
を
取
っ
て
も
、坊
さ
ん
で
な
き
ゃ

な
ら
な
い
。
坊
さ
ん
は
、
坊
さ
ん
と
い
う
前

に
教
師
で
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
社
会
を
教
え

導
く
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
坊
主
と
い

う
字
は
土
方
の
主
と
書
き
ま
す
。
市
民
の
中

で
土
方
を
や
り
な
が
ら
、
そ
の
主
と
な
っ
て

人
を
教
化
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
私
は
そ
う

い
う
僧
侶
観
、
人
生
観
を
も
っ
て
い
ま
す
。

―
日
々
の
檀
務
、
法
務
に
追
わ
れ
、
そ
れ
だ

け
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
思

い
を
持
っ
た
若
い
お
坊
さ
ん
も
い
る
と
思
い

ま
す
。
だ
け
ど
何
を
す
る
の
が
お
坊
さ
ん
な

の
か
、
自
身
の
僧
侶
観
が
確
立
で
き
て
い
な

い
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
何
か
ア
ド
バ
イ

ス
が
あ
れ
ば
お
願
い
し
ま
す
。

【
楠
山
】 

き
れ
い
な
言
葉
で
言
う
と
「
感
動

の
な
い
人
生
は
味
の
な
い
お
か
ず
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
坊
さ
ん
で
あ
る
以
上
、

本
当
に
た
く
さ
ん
の
感
動
を
得
て
ほ
し
い
ん

で
す
。
感
動
を
得
る
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
自

分
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。
坊
さ

ん
は
、
人
に
気
づ
か
せ
る
た
め
の
勉
強
は
し

て
い
る
け
ど
、
自
分
に
気
づ
く
こ
と
が
欠
け

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し

た
ら
、
そ
の
気
づ
き
を
も
っ
て
、
感
動
を
た

く
さ
ん
得
て
、
感
動
を
与
え
ら
れ
る
仕
事
を

し
て
ほ
し
い
。
例
え
ば
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
阪
神
淡
路
大
震
災
で
、
救
済
活
動

に
で
か
け
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
一
軒
の
つ

ぶ
れ
た
家
の
前
で
、
女
の
子
が
じ
っ
と
家
を

見
て
い
ま
し
た
。
ど
う
し
た
の
と
声
を
か
け

た
ら
、
ま
だ
お
母
さ
ん
と
お
父
さ
ん
が
こ
の

中
に
埋
ま
っ
て
い
る
と
言
う
ん
で
す
。
も
う

死
ん
じ
ゃ
っ
て
い
る
っ
て
。
私
は
曲
が
り
な

り
に
も
僧
侶
と
し
て
お
経
を
あ
げ
た
ん
で
す

ね
。
そ
う
し
た
ら
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
三
千
円

を
出
す
ん
で
す
よ
。
当
然
も
ら
え
な
い
じ
ゃ

な
い
で
す
か
、
家
が
つ
ぶ
れ
て
両
親
も
な
く

し
た
そ
ん
な
状
態
で
。
だ
か
ら
そ
れ
は
も
ら

え
な
い
、
こ
れ
か
ら
の
た
め
に
使
い
な
さ
い

と
い
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
泣
く
ん
で
す

よ
。
も
ら
っ
て
く
れ
な
い
と
、
両
親
が
う
か

ば
れ
な
い
か
ら
と
ね
。
そ
の
と
き
の
お
布
施

が
本
当
の
布
施
だ
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
感
動
な
ん
で
す
よ
ね
。
自
分
に

で
き
る
こ
と
を
や
れ
ば
い
い
の
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
と
「
何
で
自
殺
者
が
三
万
七
千
人

も
い
る
の
」「
何
で
百
万
人
以
上
も
ひ
き
こ

熱
く
語
る
楠
山
泰
道
師
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も
る
の
」「
何
で
仏
教
が
い
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ

う
の
」
と
い
う
、
こ
の
「
何
で
」
を
自
分
の

中
に
問
い
掛
け
て
、「
何
で
」
の
一
つ
を
解

消
し
よ
う
と
す
る
気
づ
き
を
自
分
の
中
に
つ

く
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の
若
い
お
坊

さ
ん
は
「
何
で
」
が
な
さ
過
ぎ
ち
ゃ
う
気
が

し
ま
す
。

―

耳
の
痛
い
話
で
す
。
と
こ
ろ
で
先
生
は
ど

ん
な
青
年
だ
っ
た
の
で
す
か
。

【
楠
山
】 

わ
れ
わ
れ
の
大
学
時
代
は
、
全
学

連
の
真
っ
最
中
で
、
親
父
が
住
職
で
保
護
司

で
し
た
が
、「
保
護
司
の
せ
が
れ
な
の
に
困

り
ま
す
」
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
や
ん
ち
ゃ
で

暴
れ
回
っ
て
ま
し
た
。

―

将
来
は
お
坊
さ
ん
に
な

る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
。

【
楠
山
】
絶
対
嫌
で
し
た
。

親
父
が
も
の
す
ご
く
厳
し

か
っ
た
ん
で
す
。
こ
ん
な

思
い
ま
で
し
て
、
何
で
坊

さ
ん
に
な
ら
な
き
ゃ
い
け

な
い
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
で
も
親
父
は
、
陰

な
が
ら
う
ま
く
マ
イ
ン

ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
か

け
て
た
ん
で
す
ね
。（
笑
）。

出
会
い
も
あ
り
ま
し
た
。

私
を
認
め
て
く
れ
て
い
た

高
校
の
新
任
の
先
生
だ
っ

た
の
で
す
が
、「
お
ま
え

は
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
駄
目
だ

か
ら
、必
ず
大
学
へ
行
け
」

と
言
っ
て
病
気
で
亡
く

な
っ
た
の
で
す
。
最
後
の

遺
言
で
し
た
。
そ
の
こ
と

が
ず
っ
と
残
っ
て
い
ま
し
て
、
坊
さ
ん
じ
ゃ

親
父
に
勝
て
な
い
し
、
何
と
か
お
寺
を
逃
げ

出
す
方
法
は
な
い
か
っ
て
、
教
員
の
資
格
を

取
っ
た
の
で
す
。

―

そ
し
て
結
局
嫌
だ
っ
た
お
坊
さ
ん
に
な
り

ま
し
た
ね
。

【
楠
山
】 

や
は
り
出
会
い
と
気
づ
き
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
、

怒
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
釈
迦
様

が
悟
り
を
開
い
た
と
き
も
、日
蓮
聖
人
も
、白

隠
さ
ん
も
聖
者
は
三
十
代
で
気
づ
か
れ
て
い

る
ん
で
す
。
三
十
代
と
い
う
と
、
社
会
が
見

え
て
き
て
、
さ
あ
自
分
は
何
を
す
る
か
と
い

う
迷
い
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ
で
気
づ
か
な

設立は1995年11月、心理学者、聖職者、臨床心理士、弁護士、精神科医、宗教社会学者、
カウンセラーそして「議論ある団体」の元メンバーやご家族等のメンバーから構成されて
いるネットワークです。本会は相談機関ではありません。破壊的カルトの諸問題、カルト
に関わる個人および家族へのカウンセリング経験についての交流およびカルト予防策や社
会復帰策等の研究をおこない、その成果を発展・普及させることを目的としています。

全国家庭児童相談室を全国28ケ所に設置して、各地で日蓮宗の僧侶〈教師）が青少年の間
題に関する相談にあたっています。この全国の家庭児童相談室の中で、特に青少年の間題
に限定して対応しているのが「青少年こころの相談室」です。

社会福祉法人 立正福祉会とは

日本脱カルト協会 （JSCPR）　ウェブ http://www.jscpr.org/jscpr.htm

く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
私
の
場
合
は
、
そ
の
気

づ
き
が
自
分
を
変
え
る
大
き
な
要
因
と
な
り

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
人
と
の
出
会
い
も
大
き

い
。
で
も
一
番
は
オ
ウ
ム
と
の
出
会
い
か
な

（
笑
）。
こ
れ
は
坊
さ
ん
と
し
て
の
私
の
人
生

を
大
き
く
変
え
た
。
何
が
坊
さ
ん
な
の
か
オ

ウ
ム
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
ね
。

地元市民の憩いの場ともなっている大明寺本堂
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合
う
活
動
な
ど
、
今
後
の
参
考
と
な
る
よ
う

な
生
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

と
め
と
し
て
、
寺
院
は
地
域
密
着
で
あ
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
受
け
身
で
は
な
く
こ
ち
ら
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が

寺
院
の
再
生
・
活
性
化
に
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
か
と
司
会
者
が
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
両
先
生
方
か
ら
総
括
と
し
て
、
中

島
先
生
よ
り
子
供
の
頃
か
ら
宗
教
に
触
れ
さ

せ
る
こ
と
の
重
要
性
、
薄
井
先
生
よ
り
も
っ

と
寺
報
を
活
用
す
べ
き
と
の
お
こ
と
ば
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
二
日
間
の
中
か
ら
自
分
な
り
の
寺
院

の
将
来
像
を
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
必

要
と
さ
れ
る
寺
院
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
強
く
感
じ
な
が
ら
大
会
の
幕
を
閉
じ
た

こ
と
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
（
曹
洞
宗
鳥
取
県
青
年
会

 

事
務
局　

倉
瀧　

英
信 

九
拝
）

寺
院
の
将
来
は
ど
う
な
る
？ 

今
、再
生
を
か
け
て

‐
中

国

管

区

大

会

‐

　

去
る
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日（
火
）、

二
十
二
日（
水
）
の
二
日
間
に
亘
り
「
第

二
十
九
回
中
国
曹
洞
宗
青
年
会
鳥
取
大
会
」

が
鳥
取
県
米
子
市
皆
生
温
泉
「
皆
生
グ
ラ
ン

ド
ホ
テ
ル
天
水
」
を
会
場
に
『
寺
院
の
将
来

は
ど
う
な
る
？ 

今
、再
生
を
か
け
て
』
と
題

し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
時
期
的
に
心
配
し

て
お
り
ま
し
た
天
候
も
両
日
と
も
に
恵
ま
れ
、

中
国
管
区
の
青
年
会
員
を
は
じ
め
、
宗
門
寺

院
住
職
、
寺
族
、
他
宗
派
寺
院
関
係
者
な
ど

一
〇
二
名
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
大
会
で
は

タ
イ
ト
ル
が
示

す
と
お
り
、
現

在
の
寺
院
が
置

か
れ
て
い
る
状

況
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
寺
院
の

今
後
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
を
青

年
宗
侶
の
立
場

か
ら
考
え
て
い

く
こ
と
を
テ
ー

マ
と
し
ま
し

た
。

　

一
日
目
は
最
初
に
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部

教
授
・
中
島
隆
信
先
生
に「
経
済
学
的
視
点
か

ら
み
た
お
寺
の
将
来
像
」
と
題
し
、
寺
院
を

市
場
経
済
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。先
生
か
ら
お
寺
は
お
客
様（
＝

檀
信
徒
）
が
主
役
に
な
っ
て
い
な
い
と
ご
指

摘
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に「
信
仰
」と
い
う
市

場
の
中
で
消
費
者（
＝
檀
信
徒
）の
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
た
め
に
は
事
業
者（
＝
お
寺
）が
も
っ

と
が
ん
ば
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
励
ま
し

の
こ
と
ば
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

つ
づ
い
て
、
鎌
倉
新
書
月
刊
『
仏
事
』
副

編
集
長
・
薄
井
秀
夫
先
生
に
「
お
寺
は
ど
こ

に
行
く
│
│
仏
教
が
目
指
す
お
寺
、
社
会
が

求
め
る
お
寺
│
│
」
と
題
し
て
、
仏
教
ブ
ー

ム
が
感
じ
ら
れ
な
い
現
代
の
中
で
、
先
生
が

取
材
さ
れ
た
寺
院
の
中
か
ら
興
味
深
い
教
化

活
動
例
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
取

材
を
通
じ
て
、
失
敗
を
恐
れ
ず
に
ど
ん
ど
ん

活
動
を
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
活
動
は
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
で
は
な
く
根
元
の
部
分
か
ら
の
活

動
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
ご
提
言
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

二
日
目
に
は
「
寺
院
の
現
状
と
課
題
」
を

テ
ー
マ
に
中
島
先
生
、
薄
井
先
生
、
中
国
管

区
青
年
会
長
五
名
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
迎
え
、

和
田
光
史
曹
洞
宗
鳥
取
県
青
年
会
会
長
が
司

会
を
つ
と
め
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い

ま
し
た
。
題
材
と
し
て
、
同
年
六
月
か
ら
九

月
に
か
け
て
管
区
内
青
年
会
員
に
依
頼
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果（
回
答
率
四
一
％
）を
も
と

に
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
主
に
活

動
事
例
や
お
布
施
が
論
議
の
対
象
に
な
り
ま

し
た
。
青
年
会
員
か
ら
は
若
い
世
代
と
触
れ

和田光史曹洞宗鳥取県青年会会長の導師による開講諷経

講義Ⅰ 中島隆信先生

講義Ⅱ 薄井秀夫先生

ディスカッションの模様
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良
の
選
択
だ
っ
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
公
演
に
あ
た
っ
て
の
舞
台
準
備
や
会
場

設
営
・
撤
収
作
業
を
、
劇
団
員
の
皆
さ
ま
と

共
に
当
青
年
会
会
員
が
お
手
伝
い
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
一
つ
の
公
演
の
舞
台
裏
の
た
い
へ

ん
さ
や
苦
労
な
ど
を
体
験
出
来
た
こ
と
も
大

き
な
収
穫
と
な
り
、
今
後
の
青
年
会
活
動
に

お
い
て
も
良
き
糧
を
い
た
だ
い
た
と
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。

　

静
岡
県
第
四
宗
務
所
青
年
会（
照
自
会
）

 

会
長　

前
田　

龍
慧

わ
け
へ
だ
て
な
き
心
～
や
さ
し
さ
と
勇
気

‐
東

海

管

区

大

会

‐

　

去
る
十
月
九
日
に
開
催
い
た
し
ま
し
た

「
第
三
十
回
東
海
管
区
曹
洞
宗
青
年
会
浜
松

大
会
」
に
際
し
、
管
区
内
各
県
曹
青
会
員
諸

師
に
は
ご
多
用
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
参

加
い
た
だ
き
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
ま
ず
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
大
会
は
、
東
海
管
区
青
年
会
の
大
会

三
十
回
目
と
い
う
節
目
で
あ
る
と
と
も
に
、

開
催
担
当
を
い
た
し
ま
し
た
静
岡
県
第
四
宗

務
所
青
年
会
（
照
自
会
）
発
足
三
十
周
年
の

記
念
大
会
と
も
な
り
ま
し
た
。

　

記
念
大
会
と

い
う
こ
と
も
あ

り
内
容
等
慎

重
に
検
討
し
、

テ
ー
マ
を
「
わ

け
へ
だ
て
な
き

心
〜
や
さ
し
さ

と
勇
気
」
と
し

ま
し
た
。

　

劇
団
「
希
望

舞
台
」
に
、
人

が
人
と
し
て
生

き
る
権
利
、
即

ち
人
権
を
尊
重

し
差
別
の
な
い

世
の
中
に
な
る

よ
う
に
と
の
思

い
が
込
め
ら
れ

た
、
水
上
勉
氏
作
の「
釈
迦
内
柩
唄
」を
公
演

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
劇
は
主
人
公

が
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
な
ど
か
ら
受
け
る
さ

ま
ざ
ま
な
差
別
や
出
会
っ
た
人
び
と
が
受
け

る
差
別
と
、
そ
れ
に
対
す
る
胸
の
内
が
表
現

さ
れ
て
い
ま
す
。
劇
中
の
所
々
に
あ
る
我
々

僧
侶
に
対
す
る
厳
し
い
言
葉
に
は
っ
と
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
今
一
度
自
己
を
見
つ

め
直
す
と
て
も
良
い
機
会
を
得
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。

　

今
大
会
に
は
一
般
の
方
の
ご
参
加
も
い

た
だ
き
大
き
な
反
響
を
頂
戴
い
た
し
ま
し

た
。
出
来
る
こ
と
な

ら
ば
も
っ
と
大
勢
の

方
が
た
に
ご
参
加
い

た
だ
き
た
か
っ
た
の

で
す
が
、
劇
の
公
演

に
際
し
中
ホ
ー
ル
ほ

ど
の
会
場
が
最
適
で

人
数
制
限
を
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
こ
と

が
少
々
心
残
り
で
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、

公
演
後
に
劇
団
員
の

方
が
た
か
ら
「
会

場
と
一
体
と
な
っ
た

舞
台
が
で
き
感
激
で

す
」
と
お
礼
の
お
言

葉
を
い
た
だ
き
、
最

30回目の節目に心あらたにした大会記念法要

▲記念公演
　「釈迦内柩唄」

 

▶
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
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曹洞宗広島県宗務所青年会

発　　足：昭和３９年
会　　長：宇田治徳
副 会 長：吉津永泰・野上厚徳
　　　　　中村賢裕
事務局長：用元龍司
事務局次長：坂上興道
会　　計：岡本孝洋
会 員 数：６３名

曹
洞
宗
広
島
県
宗
務
所
青
年
会
は
、
昭
和

三
十
九
年
五
月
に
設
立
さ
れ
、
現
会
長

は
十
七
代
目
に
な
り
ま
す
。

本
会
は
、﹁
会
員
相
互
の
研
修
と
教
化
活

動
、
並
び
に
親
睦
﹂
を
目
的
と
し
、

四
十
五
歳
ま
で
の
宗
侶
並
び
に
寺
族
を
も
っ

て
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、会
員
数
は
、

六
十
三
名
で
す
。

会
員
の
活
動
は
、
県
全
体
の
活
動
と
、
教

区
単
位
の
活
動
と
に
分
か
れ
ま
す
。
各

教
区
で
は
、
略
布
薩
、
涅
槃
講
式
と
い
っ
た

法
式
研
修
や
、
夏
休
み
の
子
ど
も
会
、
坐
禅

会
を
開
催
す
る
な
ど
、
青
年
会
の
活
動
と
い

う
以
前
に
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
自
覚
と
道
心

に
よ
っ
て
、
地
道
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

県
曹
青
と
し
て
の
主
な
行
事
は
、
総
会
、
緑

蔭
禅
の
集
い
、
高
祖
降
誕
会
、
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
大
会
が
あ
り
ま
す
。

総
会
は
、
毎
年
県
内
各
地
を
持
ち
回
り
で

開
催
し
て
お
り
、
社
会
見
学
、
陶
芸
、

球
技
大
会
な
ど
、趣
向
を
凝
ら
し
た
内
容
で
、

会
員
同
士
の
親
睦
を
は
か
っ
て
い
ま
す
。
本

年
度
の
総
会
は
、
議
事
に
先
立
ち
、
尾
道
市

運
西
寺
さ
ま
を
会
場
に
二
炷
の
坐
禅
を
行
い

ま
し
た
。

緑
蔭
禅
の
集
い
は
、
毎
年
七
月
下
旬
に
開

催
し
て
い
ま
す
。
昭
和
四
十
一
年
に
広

島
市
禅
昌
寺
さ
ま
が
、
酒
井
得
元
老
師
を
講

師
に
お
招
き
し
て
三
泊
四
日
の
眼
蔵
会
を
開

催
さ
れ
た
の
を
第
一
回
と
し
、
翌
年
よ
り
青

年
会
行
事
と
し
て
、
毎
年
会
場
を
変
え
な
が

ら
、
県
内
各
地
の
寺
院
で
開
催
さ
れ
て
ま
い

り
ま
し
た
。
酒
井
老
師
に
は
、
三
十
年
に
わ

た
っ
て
足
を
お
運
び
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま

た
、
平
成
六
年
の
県
曹
青
三
十
周
年
の
お
り

に
は
、
特
別
記
念
講
演
を
し
て
い
た
だ
く
な

ど
、
県
内
宗
侶
は
も
と
よ
り
、
在
家
の
参
禅

者
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
こ
ら
れ
、
そ

の
功
績
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
す
。
緑
蔭

禅
の
講
師
は
、
平
成
九
年
よ
り
、
駒
澤
大
学

名
誉
教
授
河
村
孝
道
老
師
に
引
き
継
が
れ
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
第
四
十
一
回
の
本

年
度
は
、
河
村
老
師
が
講
師
に
な
ら
れ
て
十

年
の
節
目
で
あ
り
、
老
師
が
お
若
い
頃
よ
り

特
に
ご
縁
の
深
い
、
庄
原
市
千
手
寺
さ
ま
を

会
場
に
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

高
祖
降
誕
会
は
、
一
月
二
十
六
日
の
正
当

に
開
催
し
て
い
ま
す
。
昨
年
度
は
尾
道

市
百
島
の
西
林
寺
さ
ま
に
お
い
て
厳
修
い
た

し
ま
し
た
。
法
要
の
後
、
小
参
、
法
話
が
、

そ
れ
ぞ
れ
会
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ま
し
た
。

あ
ま
り
青
年
宗
侶
と
接
す
る
機
会
の
な
い
檀

信
徒
、
梅
花
講
員
の
方
が
た
も
、
皆
感
激
さ

れ
た
よ
う
で
し
た
。

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
に
つ
い
て
は
、毎
年

秋
に
行
わ
れ
る
中
国
曹
青
の
大
会
に
は

参
加
し
て
い
ま
し
た
が
、本
年
度
、本
会
か
ら

西
日
本
の
各
曹
青
に
呼
び
か
け
て
、五
月
、三

原
市
に
お
い
て
第
一
回
西
日
本
大
会
と
称

す
る
新
た
な
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。参
加

チ
ー
ム
は
少
な
か
っ
た
も
の
の
、ホ
ー
ム
ラ

ン
競
争
な
ど
の
特
別
企
画
を
取
り
入
れ
て
、

交
流
い
た
し
ま
し
た
。そ
れ
以
外
に
、地
元
大

学
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
や
、社
会
人
チ
ー
ム

と
試
合
を
し
た
り
、広
島
刑
務
所
を
慰
問
し

て
、受
刑
者
チ
ー
ム
と
試
合
を
し
た
り
し
て

い
ま
す
。刑
務
所
で
の
試
合
は
、本
年
度
で
三

回
目
と
な
り
ま
し
た
。受
刑
者
の
方
が
た
と

ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
交
流
す
る
こ
と
は
、お

互
い
に
と
っ
て
い
い
経
験
に
な
り
ま
す
。普

段
か
ら
教
誨
師
さ
ん
と
接
し
て
い
る
方
ば
か

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、喜
ん
で
も
ら
え
る

よ
う
で
す
。仏
教
や
僧
侶
が
、も
っ
と
身
近
で

親
し
み
や
す
い
存
在
だ
と
気
づ
い
て
も
ら
え

る
よ
う
に
、こ
れ
か
ら
も
継
続
し
て
い
き
た

い
で
す
。

今
後
も
、
諸
先
輩
方
の
築
い
て
こ
ら
れ
た

伝
統
も
守
り
な
が
ら
、
青
年
僧
と
し
て

の
柔
軟
な
考
え
を
持
っ
て
、
研
鑽
を
積
ん
で

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
指
導
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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日
本
に
お
け
る
重
層
信
仰

林　
　
　
　
　

淳

一
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
の
イ
メ
ー
ジ

　

私
は
今
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
大
学
で
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の

留
学
生
た
ち
を
対
象
に
し
て
、
日
本
の
宗
教

史
を
解
説
す
る
講
義
を
担
当
し
て
い
る
。
あ

る
と
き
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
言
葉

を
知
っ
て
い
る
か
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
参

加
者
は
み
な
知
っ
て
い
た
。
母
国
で
キ
リ
ス

ト
教
系
の
高
校
に
通
っ
て
い
て
、
宗
教
の
科

目
を
と
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
そ
の
言
葉
を
教

わ
り
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
場
合

が
多
か
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
来
た
、

あ
る
学
生
は
、
自
分
の
祖
父
は
カ
ト
リ
ッ
ク

の
信
者
で
あ
っ
た
が
、
教
会
へ
行
く
前
、
あ

る
い
は
後
に
、
自
宅
そ
ば
の
川
や
木
の
神
さ

ま
を
拝
む
、
と
い
う
話
を
紹
介
し
、
シ
ン
ク

レ
テ
ィ
ズ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
を
語
っ
て
く
れ

た
。
同
じ
く
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
来
て
、
し

ば
ら
く
日
本
の
教
会
で
奉
仕
活
動
を
行
な
っ

た
体
験
を
も
つ
学
生
は
、
母
国
で
は
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
「
宗
教
」
と
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い

う
「
文
化
」
の
融
合
が
見
ら
れ
、
シ
ン
ク
レ

テ
ィ
ズ
ム
だ
と
思
う
が
、
日
本
に
来
て
か
ら

の
印
象
で
は
、「
宗
教
」
と
「
宗
教
」
が
調

和
し
て
共
存
し
て
い
る
状
況
が
日
本
に
は
あ

的
な
諸
形
態
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
よ

り
豊
富
に
広
が
っ
て
い
く
の
を
感
じ
た
。

　

日
本
の
宗
教
は
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
、

重
層
信
仰
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
多
く
の

研
究
者
が
指
摘
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
仏

教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
神
道
、
新
宗
教
な
ど
が

社
会
に
定
着
し
て
き
た
歴
史
と
現
状
か
ら
見

て
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
、
重
層
信
仰
と
い

う
用
語
に
汎
用
性
が
あ
る
こ
と
は
、
ま
ち
が

い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
「
日
本
の
宗
教
は
シ

ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
、
重
層
信
仰
で
あ
る
」
と

い
う
説
を
支
持
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
先
、

ど
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
さ
せ
る
か
は
、
人

に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
宗
教

学
者
、
堀
一
郎
は
、
日
本
の
宗
教
史
で
、
シ

ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
容
で
き
る
の
は
修
験

道
と
新
宗
教
し
か
な
い
と
指
摘
し
て
、
安
易

な
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
の
用
法
に
警
告
を
発

し
て
い
た
（
注
１
）。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
重

層
信
仰
と
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
と
を
同
義
に

使
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
も
、
検
討
の
余
地
は

あ
る
。

二
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
の
用
法

　

私
は
以
前
、
議
論
の
整
理
の
た
め
に
、
シ

ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
の
分
類
を
試
み
た
こ
と
が

あ
っ
た（
注
２
）。
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、

パ
キ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ム
、
タ
イ
の
仏
教
の

よ
う
に
、
一
つ
の
有
力
な
宗
教
が
多
数
派
を

占
め
、
国
教
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
社
会

と
、
日
本
、
韓
国
、
台
湾
に
よ
う
に
、
複
数

の
宗
教
が
並
存
し
て
い
る
社
会
と
を
区
別
し

て
、
前
者
の
社
会
で
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム

と
、
後
者
の
社
会
で
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム

と
を
分
け
て
み
た
。一
つ
の
有
力
な
宗
教
が
、

土
着
的
な
多
様
な
文
化
要
素
を
組
み
こ
ん
だ

状
況
と
、
複
数
の
宗
教
が
共
存
し
協
調
す
る

状
況
と
は
、
別
な
こ
と
な
の
で
、
そ
こ
に
分

割
線
を
引
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
を
、
シ

ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
A
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム

B
と
呼
び
、
南
ア
ジ
ア
と
東
ア
ジ
ア
の
地
域

的
な
特
色
の
違
い
で
も
あ
る
と
述
べ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。

　

現
在
の
私
は
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
の
A

と
B
の
区
分
は
、
あ
る
程
度
有
効
だ
と
思
っ

て
い
る
が
、
並
置
で
き
る
関
係
に
は
な
い
と

考
え
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
の
違
い
に
ま
で

言
及
し
た
の
は
言
い
す
ぎ
で
あ
っ
た
と
反
省

し
て
い
る
。
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
A
と
称
し

た
現
象
は
、
世
界
宗
教
（
こ
の
言
葉
自
体
の

歴
史
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
を
念
頭
に
お
く
）
と

り
、
そ
れ
も
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
な
い

か
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
。
イ
ン
ド
の
留
学

生
は
、
イ
ン
ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
祭
司
が
着
る
オ
レ
ン
ジ
色

の
衣
を
、神
父
も
祭
服
に
利
用
し
て
い
る
し
、

ア
ー
ル
テ
ィ
ー
と
い
う
供
物
の
捧
げ
方
も
、

カ
ト
リ
ッ
ク
が
取
り
い
れ
て
い
る
と
話
し
て

く
れ
た
。
留
学
生
が
話
し
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の

母
国
で
の
こ
う
し
た
具
体
的
な
話
を
聞
き
な

が
ら
、
私
は
自
分
の
な
か
で
、
宗
教
の
社
会

世
界
の
重
層
信
仰（
６
）
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い
う
言
葉
を
使
う
と
、
世
界
宗
教
が
、
伝
播

し
た
地
域
の
土
着
的
文
化
要
素
を
包
摂
し
、

意
味
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
世

界
宗
教
に
よ
る
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
」
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
日
本
宗
教
史
の

例
で
い
う
と
、
仏
菩
薩
が
神
と
な
っ
て
垂
迹

し
た
と
い
う
本
地
垂
迹
説
や
、
僧
侶
に
よ
る

中
世
神
道
論
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
イ
ン

ド
の
留
学
生
が
教
え
て
く
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
で
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
祭
服
を
使
用
し
、

ア
ー
ル
テ
ィ
ー
を
行
な
う
こ
と
も
同
様
な
例

で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
世
界
宗
教
側

に
主
体
性
が
あ
り
、
包
摂
し
、
意
味
づ
け
を

行
な
う
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
。「
世
界
宗

教
に
よ
る
文
化
適
用
（
エ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
）」
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

私
が
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
B
と
呼
ん
だ

事
態
は
、
こ
れ
と
は
違
っ
て
、
社
会
と
宗
教

の
関
係
の
次
元
で
起
こ
る
現
象
で
あ
り
、

当
該
社
会
に
複
数
の
宗
教
が
並
存
し
、
協
調

し
て
い
る
点
に
特
質
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
、
重
層
信
仰

と
形
容
す
る
よ
り
も
、「
社
会
に
お
け
る
複

数
の
宗
教
の
並
存
」
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。
日
本
で
も
韓
国
で
も
同
じ
こ
と
が
あ

る
と
、
別
な
授
業
で
話
し
て
い
た
と
き
に
、

韓
国
か
ら
の
学
生
か
ら
ク
レ
ー
ム
を
う
け
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
韓
国
で
は
キ
リ
ス
ト
教
も

仏
教
も
並
存
し
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

は
、
誕
生
、
結
婚
、
葬
儀
な
ど
の
人
生
儀
礼

を
キ
リ
ス
ト
教
式
で
行
な
い
、
仏
教
徒
は
仏

教
徒
で
、
仏
教
式
に
人
生
儀
礼
を
営
む
。
そ

れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
一
人
の
人
間
が
、

教
会
で
結
婚
式
を
行
い
、
葬
式
は
仏
教
僧
に

頼
む
と
い
う
や
り
方
に
な
っ
て
い
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
し
か
に
韓
国
の

学
生
の
指
摘
に
一
理
あ
る
。
多
く
の
日
本
人

が
宗
教
を
使
い
分
け
る
事
態
を
、「
受
容
者
・

ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
宗
教
の
使
い
分
け
」
と
私

は
表
現
し
た
い
が
、
こ
う
な
る
と
、
受
容
者
・

ユ
ー
ザ
ー
の
側
に
は
、
宗
教
で
あ
る
と
い
う

意
識
は
し
ご
く
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
一
つ
の
家
に
、
仏
壇
と
神
棚
が
備
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
も
ま
た
、
日
本
人

の
宗
教
の
使
い
分
け
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

三
、
比
較
研
究
の
た
め
に

　

私
の
暫
定
的
な
見
解
は
、
以
下
の
通
り
で

あ
る
。
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
を
使
う
と
し
た

ら
、「
世
界
宗
教
に
よ
る
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
」
に
限
定
し
た
い
。
こ
れ
は
世
界
宗
教
が

伝
播
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
世
界
中
の
ど
こ
に

○
林　
　
　

淳
（
は
や
し　

ま
こ
と
）

一
九
五
三
年
、
札
幌
生
ま
れ
。
東
京
大
学
文
学
部

宗
教
学
科
、
同
大
学
院
を
修
了
。
現
在
、
愛
知
学

院
大
学
教
授
。
博
士
（
文
学
）
を
東
京
大
学
で
取

得
。
著
書
に
、『
近
世
陰
陽
道
の
研
究
』（
吉
川
弘

文
館
）、『
天
文
方
と
陰
陽
道
』（
山
川
出
版
社
）、

『
陰
陽
道
の
講
義
』（
共
編
、
嵯
峨
野
書
店
）、『
異

文
化
か
ら
見
た
日
本
宗
教
の
世
界
』（
共
編
、
法

蔵
館
）
な
ど
。 

で
も
見
ら
れ
る
多
様
な
現
象
で
あ
り
、
比
較

研
究
に
資
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
。「
社

会
に
お
け
る
複
数
の
宗
教
の
並
存
」
は
、
東

ア
ジ
ア
の
諸
国
で
は
伝
統
的
に
あ
っ
た
こ
と

だ
が
、人
の
流
れ
が
激
し
い
現
代
社
会
で
は
、

ひ
ろ
く
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
起
こ
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
移
民
が
流
入
す
る
社
会
で
は
、

こ
の
傾
向
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
並
存
」
が
「
協
調
」
を

約
束
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
並
存
状
況
に

対
し
て
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
を
使
用
し
な

い
方
が
よ
い
と
思
う
。
そ
し
て
「
受
容
者
・

ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
宗
教
の
使
い
分
け
」
も
、

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
と
称
す
る
べ
き
で
は
な

い
。
も
し
日
本
人
に
よ
る
宗
教
の
使
い
分
け

を
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
と
形
容
す
る
と
し

た
ら
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
日
本
文
化

の
特
殊
現
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
日
本
人
だ

け
が
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
を
独
占
し
た
と
し

て
も
、さ
し
て
面
白
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

 

（
注
１
） 

堀
一
郎
『
聖
と
俗
の
葛
藤
』
平
凡
社
、

一
九
七
五
年
、
一
五
四
頁

 

（
注
２
） 

林
淳「
仏
教
と
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
」（『
宗

教
人
類
学
』
新
曜
社
、
一
九
九
四
年
）、
同

「
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
」（『
世
界
の
宗
教
』

放
送
大
学
教
育
振
興
会
、一
九
九
五
年
）
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ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
瞑
想

ま
ん
だ
ら
（
７
）
青
森
公
立
大
学
教
授　

羽

矢

辰

夫

一
、
目
覚
め
と
瞑
想

　

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
（
釈
尊
）
は
瞑
想
を

し
て
目
覚
め
た
人
、
ブ
ッ
ダ
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。原
始
仏
教
経
典
に
は
、ゴ
ー

タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
行
な
っ
た
と
さ
れ
る
瞑
想

が
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
で
説
か
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
実
際
に
ど

の
よ
う
な
瞑
想
を
行
な
っ
た
か
を
確
定
す
る

こ
と
は
、
い
ま
だ
に
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
わ

た
し
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
ゴ
ー
タ

マ
・
ブ
ッ
ダ
が
ど
の
よ
う
な
瞑
想
を
行
な
っ

た
か
を
つ
き
と
め
る
こ
と
で
は
な
く
（
現
実

に
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
）、
目
覚
め
の
本

質
を
見
極
め
、
目
覚
め
と
瞑
想
と
の
関
係
を

理
解
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
で
き
れ
ば
、

み
ず
か
ら
も
実
践
す
る
こ
と
で
す
。
目
覚
め

と
は
、
人
間
で
あ
れ
ば
、
だ
れ
で
も
が
実
現

で
き
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
何
も
し
な
く

て
は
け
っ
し
て
得
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の

で
も
あ
り
ま
す
。

二
、
苦
し
み
の
自
覚

　

わ
た
し
た
ち
は
成
長
す
る
に
し
た
が
っ

て
、
自
己
と
自
己
以
外
の
も
の
と
の
区
別
を

お
ぼ
え
て
い
き
ま
す
。
日
常
的
に
こ
と
ば
を

使
っ
て
思
考
す
る
こ
と
が
、
そ
の
区
別
に

い
っ
そ
う
拍
車
を
か
け
、
自
己
と
自
己
以
外

の
も
の
は
ま
っ
た
く
分
離
し
て
い
る
か
の
よ

う
な
錯
覚
に
い
た
ら
し
め
ま
す
。な
ぜ
な
ら
、

こ
と
ば
に
は
も
と
も
と
、
そ
の
こ
と
ば
と
そ

の
こ
と
ば
以
外
の
も
の
と
を
分
離
す
る
と
い

う
性
質
が
あ
る
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、「
時

計
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
と
、
そ
の
時
点

で
す
で
に
、
わ
た
し
た
ち
の
意
思
と
は
関
係

な
く
、
時
計
と
時
計
以
外
の
も
の
と
が
分
離

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
わ
た
し

た
ち
は「
わ
た
し
」と
い
う
こ
と
ば
を
日
常
的

に
使
い
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
、「
わ

た
し
」
と
「
わ
た
し
」
以
外
の
も
の
と
を
分
け

て
生
き
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
自
他
分

離
的
で
自
己
中
心
的
な
認
識
の
形
態
を
身

に
つ
け
、
そ
の
結
果
と
し
て
、「
わ
た
し
」が

他
と
何
の
つ
な
が
り
も
な
く
孤
立
し
、「
わ

た
し
」
だ
け
で
永
遠
に
存
在
し
て
い
る
か
の

よ
う
な
錯
覚
を
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
、
永
遠
に
存
在
す
る

は
ず
の「
わ
た
し
」に
対
し
て
過
剰
に
執
着
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
老
・
病
・
死

に
ま
つ
わ
る
も
ろ
も
ろ
の
苦
し
み
が
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
を
洞
察
し
ま
し
た
。
永
遠
に
つ

づ
く
べ
き「
わ
た
し
」が
、
な
ぜ
か
老
い
、
病

み
、
死
ん
で
し
ま
う
、
こ
の
矛
盾
に
、
わ
た

し
た
ち
は
心
底
ふ
る
え
あ
が
り
、
ど
う
し
よ

う
も
な
い
恐
れ
や
不
安
を
い
だ
く
の
で
す
。

三
、
苦
し
み
の
解
決
と
瞑
想

　

瞑
想
と
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ

た
い
わ
ば
仮
想
の
世
界
を
後
退
さ
せ
、
あ
る

い
は
実
質
的
に
機
能
さ
せ
な
い
た
め
の
最
も

直
接
的
で
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
、
と
伝
統

的
に
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
瞑
想
を
実
践

す
る
と
、
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
無

意
識
の
う
ち
に
固
着
化
し
た
、「
わ
た
し
」

へ
の
過
剰
な
執
着
を
ほ
ぐ
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
は
、
何
も
考
え
な
い
、
何
も
感
じ

な
い
状
態
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
対
し
て
き
わ
め
て
鋭
敏
な
状
態
で
す
。

　

身
心
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
く
る
に
し
た

が
っ
て
、
ま
わ
り
の
世
界
が
動
き
は
じ
め
た

り
、
あ
ざ
や
か
な
色
彩
を
と
も
な
っ
た
イ

メ
ー
ジ
が
現
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
聞
こ
え
る

は
ず
の
な
い
音
や
声
が
聞
こ
え
た
り
も
し
、

匂
い
に
も
敏
感
に
な
り
ま
す
。
意
識
が
変
容

し
は
じ
め
る
、
こ
の
よ
う
な
初
期
の
段
階
を

す
ぎ
る
と
、
身
心
の
か
た
く
な
な
ブ
ロ
ッ
ク

が
ゆ
る
み
は
じ
め
、
生
き
ぬ
い
て
き
た
過
程

で
み
ず
か
ら
押
し
こ
め
て
き
た
精
神
的
な
抑

圧
が
解
放
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
身
体
的
な

抑
圧
が
解
放
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
あ
た

り
は
心
理
療
法
的
な
意
味
で
、
慎
重
な
注
意

が
少
な
か
ら
ず
必
要
な
段
階
で
す
。
さ
ら
に

人
に
よ
っ
て
は
、過
去
を
想
い
お
こ
し
た
り
、

未
来
を
か
い
ま
見
た
り
す
る
よ
う
に
も
な
り

ま
す
。
通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
こ

と
が
起
こ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
副
産
物
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
想
像
を
絶
す
る
と
て
つ

も
な
い
副
産
物
の
不
可
思
議
さ
や
神
秘
性
に

こ
こ
ろ
奪
わ
れ
て
、
本
来
の
目
的
を
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
段
階
を
経
る
に
つ
れ
て
、
自

己
を
守
り
も
す
れ
ば
孤
立
も
さ
せ
る
、
自
己

と
自
己
以
外
の
も
の
を
分
離
す
る
壁
の
よ
う

な
も
の
が
薄
く
な
り
ま
す
。
こ
と
ば
に
よ
っ

て
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
隔

て
ら
れ
て
い
た
境
界
が
あ
や
ふ
や
な
も
の
に

な
り
ま
す
。
全
体
と
一
体
化
し
た
よ
う
な
感

じ
も
味
わ
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
段
階
で
、

自
己
と
自
己
以
外
の
も
の
と
の
分
離
感
や
、

つ
な
が
り
な
く
「
わ
た
し
」
だ
け
で
存
在
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
孤
立
感
が
癒
さ
れ
る
の

で
す
。
図
式
的
に
い
え
ば
、
瞑
想
な
ど
の
実

践
の
究
極
に
お
い
て
感
得
し
た
全
宇
宙
、
全

存
在
と
の
一
体
感
に
よ
り
、
わ
た
し
た
ち
が

錯
覚
し
て
い
た
世
界
と
の
分
離
感
や
孤
立
感

は
癒
さ
れ
、
永
遠
に
存
在
す
る
は
ず
の
「
わ

た
し
」
に
対
す
る
過
剰
な
執
着
は
解
消
さ
れ

て
、
そ
こ
に
起
因
す
る
、
死
に
対
す
る
恐
れ
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や
不
安
は
な
く
な
る
の
で
す
。

　

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
究
極
の
目
的
は
、

こ
の「
わ
た
し
」を
根
源
と
し
て
生
じ
る
苦
し

み
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
し
た
。
そ
の
た
め

に
は
、
自
他
分
離
的
で
自
己
中
心
的
な
認
識

の
形
態
を
、
自
他
融
合
的
で
い
わ
ば
全
体
中

心
的
な
認
識
の
形
態
へ
と
転
換
さ
せ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
瞑
想
は
こ
の
目
的
に
い
た

る
た
め
の
一
つ
の
有
効
な
方
法
な
の
で
す
。

四
、
結
び

　

瞑
想
す
れ
ば
無
条
件
で
目
覚
め
ら
れ
る
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
中
心
的

な
欲
望
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
瞑
想
を
究
め
よ

う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
苦
し
み
の
原
因
を
つ

く
る
だ
け
で
あ
り
、
何
の
解
決
も
も
た
ら
し

ま
せ
ん
。
健
全
で
安
定
し
た
生
活
の
う
え
に

な
さ
れ
る
瞑
想
に
意
義
が
あ
る
の
で
す
。
通

常
の
生
活
を
調
え
、
瞑
想
に
よ
っ
て
認
識
の

形
態
を
転
換
し
、
智
慧
に
よ
っ
て
自
己
中
心

性
を
の
り
超
え
て
、
苦
し
み
の
消
滅
へ
と
向

か
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
認
識
の
形
態
が
転
換
さ
れ
る
と
は

い
っ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
が
現
在
も
っ
て
い

る
自
他
分
離
的
な
認
識
の
形
態
が
ま
っ
た
く

失
わ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を

含
み
な
が
ら
包
み
こ
み
、
わ
た
し
た
ち
の
生

存
の
基
盤
と
な
る
認
識
の
形
態
が
シ
フ
ト
す

る
の
で
す
。
一
つ
の
全
体
の
な
か
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
存
在
が
融
合
し
つ
つ
緊
密
な
つ
な
が

り
を
も
つ
、
と
い
う
意
味
で
の
関
係
性
を
中

心
と
す
る
認
識
の
形
態
へ
と
成
長
し
て
い
く

の
で
す
。

　

そ
れ
は
、わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
問

題
で
あ
り
、各
自
が
自
立
し
な
が
ら
、な
お
根

底
の
と
こ
ろ
で
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
る
と
い

う
実
感
を
強
く
も
つ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

○
羽
矢　

辰
夫 

（
は
や　

た
つ
お
）

一
九
五
二
年
、
山
口
県
に
生
ま
れ
る
。
一
九
七
五

年
、
東
京
大
学
文
学
部
印
度
哲
学
印
度
文
学
科
卒

業
。
一
九
八
三
年
、
同
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科

印
度
哲
学
専
攻
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
そ
の

後
、
財
団
法
人
東
方
研
究
会
の
専
任
研
究
員
な
ど

を
経
て
、
現
在
、
青
森
公
立
大
学
教
授
。
仏
教
の

原
点
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
思
想
の
究

明
、
お
よ
び
仏
教
的
な
考
え
方
が
二
十
一
世
紀
に

生
き
る
わ
れ
わ
れ
自
身
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

意
義
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
研
究
を

つ
づ
け
て
い
る
。主
な
著
作
に
、『
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ

ダ
』、『
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
仏
教
』（
い
ず
れ

も
春
秋
社
）
が
あ
る
。

　当会では、「チベット仏教講習会 －チベット仏
教って何だろう？－」と題して、下記の要領で講習
会を開催いたします。
　日本ではあまり知られていないチベット仏教です
が、インドの大乗仏教を最も直接的に継承している
と言われておりますし、その指導者であるダライ・
ラマ法王は、世界的に著名な方です。
　今回は、チベットにおける僧院の生活を、実際に
体験していただきます。
　この機会を通じて皆さまの見聞を広げていただく
ため、是非ご参加下さい。

記
期　　　日 ： 平成19年 2 月21日（水）午後 1 時30分～
　　　　　　　　　　　　22日（木）正午まで
　　　　　　　　　　　　 1 泊 2 日
会　　　場：大本山永平寺東京別院
講　　　師：野村正次郎先生
　　　　　　 （『そうせい』134号執筆者）
　　　　　　他チベット人僧侶 2 名
講 習 内 容 ： ①チベット仏教の概要（スライド使用）
　　　　　　②懺悔法等の儀礼
　　　　　　③砂マンダラ製作
　　　　　　※部分参加も可。
参　加　者：僧侶、一般問わず、どなたでもご参加

いただけます。
参　加　費 ：  1 人 5,000円
申し込み方法：郵便番号、住所、氏名（寺院名）、電話

番号を明記し、受付担当までFaxにて
お申し込み下さい。事前に講習会資料
を送付いたします。

申し込み先：Fax 0495-33-8255
　　　　　　受付担当・広報委員会 武田光誠 まで

チベット仏教講習会
� ―チベット仏教って何だろう？―

第２回「禅知識まんだら」実践版お知らせ
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平
成
18
年
8
月
～

平
成
18
年
10
月

東
京
都

42 
慈
眼
寺
様

51 

泉
岳
寺
様

72 

宗
福
寺
様

89 

浄
牧
院
様

200 

祝
言
寺
様

292 

乾
晨
寺
様

317 

龍
雲
寺
様

333 

雲
慶
院
様

386 

龍
昌
寺
様

389 

立
川
寺
様

安
立
院
様

神
奈
川
県
第
一

239 

潭
広
院
様

262 

松
岩
寺
様

352 

吉
祥
院
様

神
奈
川
県
第
二

2 

西
有
寺
様

10 

随
流
院
様

16 

正
観
寺
様

27 

東
林
寺
様

46 

養
周
院
様

118 

永
昌
寺
様

119 

泉
秋
寺
様

127 

寿
昌
寺
様

381 

興
禅
寺
様

383 

観
音
寺
様

390 

善
光
寺
様

埼
玉
県
第
一

16 

慈
眼
寺
様

24 

千
手
院
様

64 

寿
楽
院
様

401 

東
竹
院
様

埼
玉
県
第
二

206 

栄
林
寺
様

331 
曹
源
寺
様

339 
清
見
寺
様

468 

広
見
寺
様

490 

大
渕
寺
様

群
馬
県

3 

龍
海
院
様

77 

龍
門
寺
様

83 

常
仙
寺
様

99 

龍
傳
寺
様

115 

無
量
院
様

142 

建
明
寺
様

189 

神
應
寺
様

194 

善
宗
寺
様

231 

泉
福
寺
様

276 

陽
雲
寺
様

309 

永
福
寺
様

栃
木
県

22 

龍
蟠
寺
様

46 

龍
昌
寺
様

57 

満
福
寺
様

81 

昌
泉
寺
様

83 

安
養
寺
様

茨
城
県

32 

龍
泰
院
様

49 

東
漸
寺
様

63 

常
光
院
様

166 

東
光
寺
様

197 

長
龍
寺
様

千
葉
県

1 

総
寧
寺
様

3 

宝
成
寺
様

5 

東
禅
寺
様

7 

満
蔵
寺
様

8 

重
俊
院
様

9 

東
昌
寺
様

28 

長
福
寺
様

29 
慶
林
寺
様

95 
寶
應
寺
様

309 
満
願
寺
様

316 

瑞
竜
院
様

山
梨
県

49 

永
安
寺
様

98 

東
林
院
様

207 

光
沢
寺
様

229 

常
幸
院
様

406 

光
福
寺
様

457 

正
福
寺
様

静
岡
県
第
一

9 

然
正
院
様

50 

盤
龍
寺
様

77 

龍
泉
院
様

136 

真
如
寺
様

198 

養
雲
寺
様

388 

林
叟
院
様

459 

洞
雲
寺
様

501 

養
徳
寺
様

静
岡
県
第
二

228

耕
月
寺
様

339 

龍
豊
院
様

静
岡
県
第
三

589 

永
竜
寺
様

678 

宗
心
寺
様

静
岡
県
第
四

1023 

観
音
寺
様

1055 

大
応
寺
様

1099 

宿
蘆
寺
様

1112 

大
安
寺
様

1115 

福
厳
寺
様

愛
知
県
第
一

5 

功
徳
院
様

28 

長
松
院
様

109 

善
昌
寺
様

111 

龍
興
寺
様

161 
宝
珠
寺
様

184 
瑞
雲
寺
様

249 

安
祥
寺
様

259 

玉
林
寺
様

624 

浄
泉
寺
様

629 

神
龍
寺
様

1066 

薬
師
寺
様

愛
知
県
第
二

684 

花
井
寺
様

902 

慈
眼
寺
様

愛
知
県
第
三

438 

吉
祥
寺
様

527 

永
泉
寺
様

岐
阜
県

36 

薬
王
寺
様

74 

観
修
寺
様

157 

玉
泉
寺
様

162 

清
楽
寺
様

179 

金
竜
寺
様

242 

桃
春
院
様

三
重
県
第
一

36 

法
安
寺
様

276 

地
蔵
院
様

315 

薬
師
寺
様

445 

地
蔵
院
様

三
重
県
第
二

371 

光
明
寺
様

394 

光
福
寺
様

滋
賀
県

24 

海
蔵
寺
様

74 

総
寧
寺
様

京
都
府

73 

春
現
寺
様

354 

蓮
華
寺
様

355 

龍
献
寺
様

大
阪
府

26 

天
徳
寺
様

40 

伊
勢
寺
様

94 

黄
梅
寺
様

107 

実
相
院
様

奈
良
県

1 

運
川
寺
様

和
歌
山
県

11 

全
正
寺
様

兵
庫
県
第
一

10 

福
田
寺
様

287 

向
榮
寺
様

302 

月
照
寺
様

324 

願
成
寺
様

338 

勝
竜
寺
様

370 

明
善
寺
様

388 

金
剛
寺
様

393 

安
養
寺
様

兵
庫
県
第
二

188 

興
禅
寺
様

210 

十
方
寺
様

235 

神
光
寺
様

岡
山
県

4 

威
徳
寺
様

14 

三
光
寺
様

115 

草
間
寺
様

広
島
県

3 

養
徳
院
様

6 

禅
昌
寺
様

17 

存
光
寺
様

34 

吉
祥
寺
様

46 

雙
照
院
様

60 

香
積
寺
様

63 

長
福
寺
様

190 

徳
寿
寺
様

檀
上
一
祥
様

山
口
県

42 

護
国
寺
様

60 

慶
雲
寺
様

145 

久
屋
寺
様

153 

善
住
寺
様

172 

広
福
寺
様

182 

西
堂
寺
様

207 

向
徳
寺
様

245 

常
関
寺
様

鳥
取
県

17 

普
含
寺
様

114 

安
楽
寺
様

143 

瑞
応
寺
様

159 

大
祥
寺
様

172 

普
門
寺
様

島
根
県
第
一

253 

西
光
寺
様

285 

永
昌
寺
様

島
根
県
第
二

8 

祐
福
寺
様

42 

常
徳
寺
様

59 

清
光
院
様

63 

龍
覚
寺
様

66 

淨
心
寺
様

69 

龍
雲
寺
様

70 

完
全
寺
様

111 

万
蔵
寺
様

184 

宗
圓
寺
様

高
知
県

13 

願
成
寺
様

愛
媛
県

31 

千
如
寺
様

102 

高
徳
寺
様

164 

城
慶
寺
様

福
岡
県

3

安
国
寺
様
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全
国
曹
洞
宗
青
年
会
の
活
動
は
、

皆
様
の
賛
助
会
費
等
に
よ
っ
て

 

支
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

ご
協
力
い
た
だ
き
、

 

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

33 

金
狻
寺
様

158 

報
恩
寺
様

大
分
県

58 

泉
福
寺
様

110 

大
泉
寺
様

175 

羅
漢
寺
様

長
崎
県
第
一

1 
晧
臺
寺
様

8 
円
福
寺
様

18 

巖
吼
寺
様

35 

和
銅
寺
様

51 

祥
雲
寺
様

57 

長
泉
寺
様

78 

宝
泉
寺
様

佐
賀
県

23 

海
蔵
寺
様

73 

宝
光
寺
様

114 

広
厳
寺
様

118 

養
寿
寺
様

167 

恵
日
寺
様

熊
本
県
第
一

11 

宗
禅
寺
様

13 

浄
国
寺
様

28 

大
慈
寺
様

48 

神
照
寺
様

50 

雲
泉
禅
寺
様

熊
本
県
第
二

73 

遍
照
院
様

宮
崎
県

22 

大
雄
寺
様

35 

法
泉
寺
様

53 

帝
釈
寺
様

66 

観
音
寺
様

長
野
県
第
一

57 

長
秀
院
様

109 

興
禅
寺
様

177 

健
命
寺
様

340 

自
性
院
様

370 

日
輪
寺
様

長
野
県
第
二

381 

泉
長
寺
様

418 

真
光
寺
様

484 

円
応
院
様

565 

阿
弥
陀
寺
様

福
井
県

27 

龍
澤
寺
様

47 

瑞
祥
寺
様

50 

義
宣
寺
様

60 

興
禅
寺
様

137 

芳
春
寺
様

218 
常
福
寺
様

283 
城
腰
寺
様

富
山
県

81 

長
朔
寺
様

83 

永
久
寺
様

156 

善
林
寺
様

新
潟
県
第
一

358 

円
光
寺
様

384 

庄
川
寺
様

441 

正
応
寺
様

448 

真
福
寺
様

453 

龍
沢
寺
様

483 

円
通
寺
様

496 

長
楽
寺
様

503 

龍
源
寺
様

新
潟
県
第
二

702 

江
西
院
様

新
潟
県
第
三

571 

転
輪
寺
様

634 

普
泉
寺
様

646 

名
立
寺
様

新
潟
県
第
四

19 

林
照
寺
様

70 

永
谷
寺
様

217 

諸
善
寺
様

219 

東
牧
寺
様

228 

雲
泉
寺
様

239 

千
眼
寺
様

281 

常
楽
寺
様

福
島
県

14 

円
通
寺
様

25 

安
洞
院
様

63 

昌
源
寺
様

67 

昌
福
寺
様

87 

東
光
寺
様

94 

松
蔵
寺
様

101 

成
林
寺
様

175 

天
沢
寺
様

226 

常
隆
寺
様

246 

長
徳
寺
様

276 

龍
雲
寺
様

278 

浄
円
寺
様

285 
医
王
寺
様

296 
常
春
院
様

304 
梵
音
寺
様

310 

観
音
寺
様

370 

秀
長
寺
様

406 

浄
泉
寺
様

461 

正
法
寺
様

宮
城
県

49 

化
度
寺
様

81 

昌
林
寺
様

114 

東
禅
寺
様

198 

積
雲
寺
様

202 

皆
伝
寺
様

205 

竜
川
寺
様

226 

真
昌
寺
様

282 

耕
徳
院
様

308 

洞
仙
寺
様

324 

光
厳
寺
様

332 

大
通
寺
様

352 

安
永
寺
様

371 

頼
光
寺
様

380 

長
観
寺
様

390 

西
光
寺
様

418 

光
明
寺
様

440 

城
国
寺
様

岩
手
県

3 

東
顕
寺
様

13 

長
善
寺
様

44 

江
岸
寺
様

71 

円
通
寺
様

100 

福
蔵
寺
様

120 

菅
生
院
様

121 

守
林
寺
様

133 

大
林
寺
様

147 

龍
徳
寺
様

163 

大
祥
寺
様

252 

柳
玄
寺
様

269 

龍
泉
寺
様

273 

宝
珠
院
様

285 

好
心
寺
様

青
森
県

17 

普
門
院
様

22 

恵
林
寺
様

28 

宝
泉
院
様

98 
東
光
寺
様

100 
澄
月
寺
様

158 

見
性
寺
様

185 

観
音
寺
様

山
形
県
第
一

20 

耕
龍
寺
様

55 

新
龍
寺
様

182 

養
源
寺
様

232 

廣
際
院
様

山
形
県
第
二

253 

松
岩
院
様

315 

永
泉
寺
様

372 

昌
傳
庵
様

380 

正
円
寺
様

417 

繁
應
院
様

山
形
県
第
三

449 

宝
積
寺
様

468 

宗
伝
寺
様

502 

楞
厳
院
様

565 

田
種
院
様

626 

見
政
寺
様

661 

青
原
寺
様

718 

長
渕
寺
様

742 

龍
澤
寺
様

秋
田
県

11 

玄
心
寺
様

30 

嶺
徳
院
様

47 

東
傳
寺
様

79 

東
林
寺
様

85 

宝
円
寺
様

95 

蔵
昌
寺
様

134 

最
禅
寺
様

136 

長
谷
寺
様

153 

龍
泉
寺
様

160 

雲
岩
寺
様

180 

龍
泉
寺
様

190 

正
平
寺
様

193 

祇
薗
寺
様

202 

重
福
寺
様

223 

松
庵
寺
様

246 

福
城
寺
様

261 

見
性
寺
様

264 

長
慶
寺
様

274 

盛
沢
寺
様

290 

樹
温
寺
様

323 

恩
徳
寺
様

334 

宝
珠
寺
様

341 

金
浦
寺
様

北
海
道
第
一

85 

中
央
寺
様

94 

曹
源
寺
様

327 

大
宥
寺
様

北
海
道
第
二

121 

由
仁
寺
様

129 

妙
心
寺
様

180 

曹
光
寺
様

355 

光
聖
寺
様

北
海
道
第
三

216 

高
台
寺
様

221 

広
福
寺
様
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　年が明けた。昨年は「人間の尊厳」が踏みにじられる

ような痛ましい事件が多かったように思う。何気なく言

われた一言に傷つき、我慢に我慢をかさねたがとうとう

耐え切れなくなり、幼くして死を選んだという報道を耳

にするのは、この上なくつらいものである。

　私自身、尼僧として生きる中で、相変わらず「不条理

と生き苦しさ」を感じている。まあ、私の修行の足りな

さと未熟さゆえの困難というのが殆どであろうが、しか

し、それだけでは説明しきれないようなことも多い。

　戦後、男僧と尼僧の差別は撤廃された。「制度上は」

というはなし。制度が変わろうとも、それを行使する人

間が変わらなければ、社会が変わらなければ、そのよう

な制度は無いに等しい。制度が整った後、先達がそこに

注ぎ込んだのと同量のエネルギーを、宗門あげて制度の

維持発展のために注ぎ込んでいるかと言えば、おそらく

それはできていない。その証拠に、先達のご努力により

形作られた制度と、（尼僧が）獲得した権利は最大限に

行使しきれていない。何よりも、尼僧の痛みに対して無

関心な宗侶が多すぎる。道を切り開いてくださった先達

の思いを受け継ぐにはいかにすべきか。すぐに答えは出

ないが、このままでは「生き苦しさ」が増すばかりであ

る。後に続く者がこの道を安心して歩けるように、道の

大補修工事が必要であろう。

　年に一度、宗門尼僧団の総会、講習会がある。その折、

多くの先輩尼僧諸師と接することができ、色々なお話を

伺うことができる。聞けば聞くほど、たいへんな思いを

してお寺を護っておられるということが切々と伝わって

くる。けれども、ちょっとした失敗を若手の男僧に嘲笑

された、とか、地域のご寺院の法要に参加したが、足が

痛くてお拝ができなかったためイスを拝借して随喜して

いたら、「お拝ができない者は、出てくるな」みたいな

ことを言われた、とか、あまり聞きたくない話もあった。

いずれにせよ、他愛も無い悩みかもしれないが、これが

積み重なると存在の深い部分を侵食する痛みに発展しか

ねないようにも思う。

　体の痛み、心の痛み、社会の痛み、それらが存在の深

部まで到るとき、生存の痛み（スピリチュアルペイン）

に発展する。即ち「生を脅かすほどの痛み」に発展する

ということだ。尼僧であるが故のスピリチュアルペイン。

それが私の「尼僧としての生」を脅かす前に、スピリチュ

アルデスに陥る前に、なんとか手を打ちたいと思うのだ。

今年はこれと正面きって向きあいたいと思う。そしてそ

れが拓かれるために何が必要か、一歩踏み込んでみたい

と思う。

“拓”（ひらく） 長野県東昌寺副住職　飯　島　惠　道

◇筆者プロフィール◇

飯島　惠道（いいじま　けいどう）

　長野県松本生まれ。尼寺育ち。生と死、命をキー

ワードに、僧侶としての活動の中で、看護師資格を

いかせる現場を模索中。
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昔
「
七
人
の
孫
」
と
い
う
Ｔ
Ｖ
の
ホ
ー
ム

ド
ラ
マ
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
何
年

経
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
今
私
自
身
が
七
人

の
孫
を
持
つ
身
と
な
り
ま
し
た
。

　

思
え
ば
北
海
道
出
身
の
住
職
と
東
京
生
ま

れ
の
私
が
結
婚
し
、
新
婚
家
庭
を
東
京
で
築

き
始
め
た
時
、
全
く
突
然
の
佛
縁
に
よ
り
夫

婦
で
新
潟
の
お
寺
へ
養
子
と
し
て
入
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
佛
さ
ま
の
お
導

き
な
の
で
し
ょ
う
か
、
佛
道
に
仕
え
た
事
も

な
い
私
に
は
そ
れ
こ
そ
オ
ロ
オ
ロ
す
る
ば
か

り
で
、
関
東
か
ら
北
陸
の
季
節
に
慣
れ
る
ま

で
相
当
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
今
で
は
雪

が
少
な
い
で
す
が
、
そ
の
当
時
は
大
雪
が
積

も
り
、
雪
お
ろ
し
の
仕
事
が
た
い
へ
ん
で
太

陽
が
待
ち
遠
し
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

す
。
そ
の
時
は
、
ガ
ス
は
プ
ロ
パ
ン
、
お
風

呂
は
石
炭
、
庫
裏
は
板
張
り
で
雑
巾
掛
け
の

毎
日
で
、境
内
に
は
ケ
ヤ
キ
・
イ
チ
ョ
ウ
が
葉

を
広
げ
、秋
に
は
落
葉
掃
除
が
日
課
で
し
た
。

住
職
は
永
平
寺
に
上
山
し
て
い
て
、
長
男
が

よ
う
や
く
一
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で
し
た
の

で
、何
も
考
え
る
暇
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
く
、

無
我
夢
中
で
過
ご
し
た
数
年
間
で
し
た
。

　

お
寺
の
生
活
は
初
め
て
で
す
か
ら
、
礼
儀

作
法
を
覚
え
た
り
、
お
客
さ
ま
の
接
待
な
ど

判
ら
ぬ
な
が
ら
も
兎
に
角
「
ニ
コ
ヤ
カ
」
に

「
明
る
く
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
健
康
で
あ

る
こ
と
に
一
番
注
意
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
生
活
に
少
し
ず
つ
慣
れ
な
が
ら

気
が
付
け
ば
四
人
の
子
ど
も
に
囲
ま
れ
、
一

人
を
あ
や
せ
ば
一
人
が
泣
く
と
い
う
子
育
て

に
追
い
回
さ
れ
る
日
々
を
今
で
も
思
い
出
し

ま
す
。

　

一
方
子
ど
も
の
成
長
に
つ
れ
て
目
立
つ
の

は
養
父
母
の
衰
え
で
し
た
。
そ
れ
で
も
先
代

の
住
職
は
八
十
八
歳
の
長
寿
を
楽
し
み
「
な

ん
だ
か
ん
だ
で
八
十
八
年
な
る
に
任
せ
て
上

機
嫌
」
と
晩
年
は
庫
裏
で
子
ど
も
達
と
接
す

る
こ
と
を
喜
び
と
し
、
大
往
生
を
い
た
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
数
年
で
養
母
も
ゆ
っ
た
り

と
旅
立
ち
、
何
か
大
き
な
仕
事
を
終
え
た
よ

う
な
気
持
ち
に
も
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
に

は
長
男
、
次
男
が
僧
侶
に
な
る
道
を
選
ん
で

く
れ
ま
し
た
。
こ
の
道
選
び
に
は
お
寺
だ
け

で
な
く
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
の
存
在
も
大
き

く
、
何
事
に
つ
け
て
僧
侶
の
道
を
目
指
す
様

に
諭
さ
れ
た
こ
と
が
影
響
し
て
お
り
、
深
く

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

二
人
が
上
山
し
た
時
、
ご
く
当
た
り
前

�

新
潟
県
新
潟
市　

瑞
光
寺
寺
族　

桑　

原　

玲　

子

の
母
親
と
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
心
配
し
た
こ

と
も
今
思
え
ば
懐
か
し
い
セ
ピ
ア
色
の
思
い

出
で
す
。
子
ど
も
達
も
三
人
が
結
婚
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
家
庭
を
築
い
て
い
て
、
孫
が
七
人

と
い
う
環
境
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
別
世
帯

と
な
っ
て
は
い
て
も
押
し
寄
せ
て
く
る
孫
た

ち
の
世
話
に
追
わ
れ
、
楽
し
く
は
あ
る
の
で

す
が
連
続
し
て
休
み
が
取
れ
な
い
と
い
う
贅

沢
な
愚
痴
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
孫
は
可
愛
い
で
す
ね
。
方
丈
さ

ま
が
孫
を
お
風
呂
に
入
れ
る
時
は「
佛
さ
ま
」

を
抱
い
て
い
る
と
喜
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

も
っ
と
も
今
は
幾
ら
忙
し
い
た
い
へ
ん
だ

と
は
言
っ
て
も
一
日
中
追
い
ま
く
ら
れ
て
い

る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
余
裕
を
も
っ

て
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
余
計
に
可

愛
い
と
い
う
感
情
を
持
つ
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
結
婚
か
ら
す
で
に
四
十
年
、
思
い
返

せ
ば
色
々
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
普
通

の
家
庭
と
違
う
環
境
の
中
で
た
い
へ
ん
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
過
ご
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と

は
、
ひ
と
え
に
佛
縁
と
い
う
こ
と
ば
に
包
含

さ
れ
る
様
に
感
じ
ま
す
。
そ
の
あ
り
が
た
味

が
ス
ー
っ
と
体
の
中
に
入
る
様
に
な
っ
た
経

験
と
、
年
輪
を
喜
び
つ
つ
毎
日
を
「
報
恩
感

謝
」
の
気
持
ち
で
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
。
こ

の
ご
縁
を
有
り
難
く
念
じ
な
が
ら
、
次
の
世

代
に
継
い
で
い
く
上
で
、
少
し
で
も
手
本
に

し
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の

さ
さ
や
か
な
気
持
ち
を
一
文
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
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全
国
の
曹
青
会
で
は
、
五
〜
六
月
と
、
十
〜

十
一
月
に
か
け
て
管
区
大
会
が
多
く
開
催
さ
れ
る
。

ど
の
大
会
も
現
在
青
年
宗
侶
が
抱
え
る
問
題
が
多

く
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
昨
年
、
全
て
の
大
会
に
出

向
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
中
で
、
同
じ
先
生
に
二
度

お
逢
い
し
、
お
話
し
を
伺
う
こ
と
が
出
来
た
。

　

慶
応
大
学
商
学
部
の
中
島
隆
信
教
授
は
、『
現
代

の
お
寺
が
抱
え
る
問
題
と
今
後
の
生
き
残
り
策
に

つ
い
て
』
と
題
し
、宗
派
を
問
わ
ず
講
演
を
さ
れ
、

多
く
の
著
書
を
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

檀
家
制
度
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
て
き
た
寺
院
が
、

近
代
に
な
り
人
の
移
動
が
始
ま
る
と
、
檀
信
徒
と

の
長
期
的
な
関
係
が
崩
れ
、
必
ず
し
も
固
定
客
と

し
て
あ
て
に
出
来
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
新
た
な

信
者
を
確
保
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
い
か
に
生

み
出
す
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
難
色
を

示
し
て
き
た
現
世
利
益
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
も
、
今

後
は
顧
客
に
対
応
す
る
手
段
と
し
て
必
要
な
の
で

は
な
い
か
、
と
経
済
学
の
視
点
か
ら
我
々
に
提
言

を
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
寺
院
再
生
を
図
る
方
途
と
し
て
、
墓

を
お
寺
か
ら
切
り
離
し
、
檀
家
制
度
を
一
度
完
全

に
解
消
す
る
必
要
性
を
訴
え
る
。
更
に
、「
現
在
の

ま
ま
で
は
信
者
は
お
寺
を
選
べ
な
い
。
ま
ず
は
信

者
に
選
択
の
自
由
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
本
当
に
お
寺
に
来
た
い
と
思
う
信
者
だ
け
を
改

め
て
集
め
な
お
せ
ば
よ
い
。
そ
の
時
は
じ
め
て
、

住
職
の
真
価
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
宗
派
の

教
え
を
わ
か
り
や
す
く
説
き
、
信
者
の
心
を
引
き

付
け
る
こ
と
の
で
き
る
僧
侶
が
支
持
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
住
職
は
別
に
世
襲
で
も
構
わ
な
い
が
、
後
継

者
を
し
っ
か
り
育
て
て
お
か
な
い
と
、
住
職
の
世

代
交
代
と
同
時
に
お
寺
離
れ
が
起
き
る
可
能

性
も
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

近
年
の
曹
青
会
の
研
修
会
で
寺
院
再
生
が

テ
ー
マ
に
取
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
の
も
ひ
と
つ
の
特
色
で
あ
る
。
我
が
身
に

引
比
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

 

全
国
曹
洞
宗
青
年
会  

会
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「
そ
う
せ
い
」に
対
す
る
ご
意
見
・
ご
感
想
を
お
寄

せ
下
さ
い
。

○
あ
て
先　

〒
三
六
九
‐
〇
三
〇
一

　
　
　
　
　

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
金
久
保
七
〇
一

 

陽
雲
寺
内　

そ
う
せ
い
サ
ロ
ン
係

　

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
四
九
五
‐
三
三
‐
八
二
五
五 

武
田
ま
で

　

今
号
が
発
刊
さ
れ
て
い
る
頃
は
、
二
〇
〇
七
年
。

改
め
て
い
う
の
も
何
で
あ
る
が
、
と
て
も
時
間
の
感

覚
が
速
い
。
時
空
論
な
ど
と
難
し
い
こ
と
は
言
え
な

い
が
、
無
常
迅
速
そ
の
も
の
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

「
生
死
事
大　

無
常
迅
速　

各
宣
醒
覚　

謹
莫
放
逸
」

が
、
何
故
木
板
に
書
か
れ
て
い
る
の
か
、
何
と
な
く

わ
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
現
在
午
前
四
時
。
叩
い
た

音
は
、
叩
く
人
の
力
と
叩
か
れ
る
木
の
存
在
。
そ
の

両
者
が
相
ま
っ
て「
パ
コ
ッ
」と
鳴
る
。
そ
の
瞬
間
だ

け
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
は
、「
有
時
の
而
今
」即
ち

「
授
記
」事
実
相
と
わ
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
が
、
日
常
生
活
の
中
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
き
っ
か
け
（
音
な
ど
）
は
、
つ
い
つ
い
便
宜
や
雑

音
と
し
て
考
え
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

た
だ
け
で
も
有
難
い
で
す
。
さ
て
、
今
号
で
の
禅
文

化
学
林
九
州
大
会
の
講
演
・
意
見
等
を
拝
聴
し
、
自

身
の
考
え
方
に
幅
が
増
え
た
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
れ

は
、
活
動
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
る
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
災
害
な
ど
で
は
、
実
際
に
現
場
で

報
告
・
連
絡
す
る
こ
と
や
、
作
業
・
炊
き
出
し
す
る
こ

と
。現
場
か
ら
離
れ
て
、報
告
・
相
談
す
る
こ
と
等
々
。

実
際
に
災
害
が
起
き
た
時
、
巨
大
な
自
然
の
力
を
目

前
に
一
人
間
の
出
来
る
こ
と
は
小
さ
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
結
束
し
て
大
人
数
で
備
え
れ
ば
無
限
の
力
に

な
る
と
感
じ
ま
し
た
。「
こ
の
よ
う
な
活
動
は
し
な

く
て
も
大
丈
夫
だ
ろ
う
」
と
い
う
断
定
は
、
誰
し
も

出
来
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
意
見
交
換
会
で
も

仰
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
防
犯
と
防
災
と
が
地
域
に

根
ざ
す
活
動
に
な
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に

必
要
性
が
益
々
生
じ
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
昨
年
の「
今
年
の
漢
字
」に
も
象
徴
さ

れ
た
よ
う
に「
命
」と
い
う
こ
と
が
世
相
を
表

し
ま
し
た
。
本
年
は
、
明
る
い
世
相
に
な
っ

て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。
新
年
早
々
、
今
と

自
分
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
過
ご
し
て
ゆ
き
た

い
で
す
。
本
年
も
「S

O
U
S
E
I

」
を
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

合
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　南師と言えば、本誌でも度々登場され、その博覧強記ぶりと特異な表現能力で内外に刺激的な言説を発信し続け、宗門きっ
ての論客として認知される一方、本誌読者には “物言う禅僧”という強面のイメージを抱く方もおられるかもしれない。
　その南師の新刊は、「道」に迷う少年と行者である老師が、九夜に渡って交わす夜参問答、という体裁だ。「気づき」を契機
とした、「自分」としての生き難さと世知の解体、そして「問い続ける」修証論など、大筋は従来の教説を踏襲しているが、
その読後感は従来とは大いに異なる。
　過去の著作の方が圧倒的に文量も多く論理的だが、本書はそうでない分、読者に行間を読ませる余地を残している。老師の
教えの深淵を理解しようとするだけでなく、老師と少年それぞれの人となりや生い立ちにまで思いを巡らすのだ。
　また、それぞれの発言の始まりに「○○よ、～」と互いを尊称で呼び合うのは、本書が「経」
を下敷きにしていることを窺わせる。従来よりも筆致が柔らかい印象を受けるのは、「論」では
なく「経」を志向した所産であろう。
　そして、何より本書の読後感を決定づけているのは、表題には登場しない第三の登場人物、老
師の世話をする少女の存在だ。少女は老師や少年と違い、それほど「苦」に深刻でもなく、「道」
に関心が高いとも言えない。かといって決して愚者という扱いではなく、言わば心優しき「道」
の傍観者という位置付けだが、その少女の視点が「夜毎繰り返される男同士の濃密な交感」を緩
衝して読者との間を取り持つ装置となって、本書に風通しを与えている。このような視点（平衡
感覚と言っても良い）こそ従来には無かった新境地と言える。邪推になるが、南師の人間関係の
近況を反映しているかも知れない。
　いずれにしても、本書での南師の教説・思想が沈積でなく開放したものであることを少女が証
明しており、その少女が「経」の結語を担っている点も含めて、南師の今後を展望する上で大変
興味深い。 （板）

老 師 と 少 年� 南 　 直 哉  著

新潮社刊 定価950円〈税別〉
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材　

料
（
４
人
分
）

　

切
り
餅 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
4

個

　

じ
ゃ
が
い
も 

…
…
…
…
…
…
…
2

個

　

す
だ
ち 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
4

個

　

小
麦
粉 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
50
ｇ

　

片
栗
粉 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
50
ｇ

　

水 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
60
㏄

　

醤
油 

…
…
…
…
…
…
…
…
大
さ
じ
2

作
り
方

①
餅
と
じ
ゃ
が
い
も
を
同
じ
大
き
さ
に
切
る

(

目
安
は
親
指
の
大
き
さ)

②
ボ
ー
ル
に
小
麦
粉
、
片
栗
粉
、
水
を
一
緒

に
入
れ
①
の
食
材
を
同
時
に
混
ぜ
る

③
オ
タ
マ
に
ク
ッ
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
を
の

せ
、
そ
の
上
に
互
い
違
い
に
餅
と
じ
ゃ
が

い
も
を
合
わ
せ
て
揚
げ
る

④
ゆ
っ
く
り
慌
て
る
こ
と
な
く
、
火
が
通
っ

文　

白
澤　

雪
俊 （
し
ら
さ
わ  

せ
っ
し
ゅ
ん
）

昭
和
四
十
五
年
、青
森
県
弘
前
市
生
ま
れ
。

十
八
歳
で
永
平
寺
別
院
に
安あ

ん

居ご

修
行
し
な
が
ら
、駒
澤

短
期
大
学（
仏
教
科
）に
学
ぶ
。

卒
業
後
一
年
間
東
京
都
港
区
の
青
松
寺
に
随
身（
住
職

に
お
仕
え
し
学
ぶ
修
行
僧
）と
し
て
過
ご
し
た
後
、福

井
県
曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺
に
て
、七
年
間
安
居
修
行

を
す
る
。こ
の
七
年
間
の
中
、約
三
年
間
を
典
座
寮
に

配
役
さ
れ
る
。永
平
寺
送
行
後
、大
本
山
永
平
寺
東
京

別
院 

長
谷
寺
副
典
と
し
て
再
安
居
。

現
在
、青
森
県
弘
前
市
普
門
院
副
住
職
と
し
て
師
匠
を

補
佐
す
る
傍
ら
、精
進
料
理
に
関
す
る
講
演
な
ど
の
布

教
活
動
に
務
め
る
。

著
書
：
『
身
体
に
や
さ
し
い
料
理
を
つ
く
ろ
う
』

（
ニ
ュ
ー
ト
ン
プ
レ
ス
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
://w

w
w
6.o
c
n
.n
e
.jp
/̃ya

m
a
ka
n
/

た
ら
引
き
上
げ
、
も
り
つ
け
る

＊
い
ろ
ど
り
を
考
え
る
と
、
じ
ゃ
が
い
も
の

代
わ
り
に
人
参
や
南
瓜
で
も
綺
麗
に
仕
上

が
り
ま
す  

　

み
な
さ
ん
、
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

器
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
と
形
が
あ
り
ま
す
。

　

盛
り
付
け
ら
れ
る
食
材
に
よ
っ
て
作
り
手
の
配
慮
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
“
器
は
料
理
を
引
き
立
た
せ
る
着
物
”
と
も
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

以
前
「
何
故
丸
い
形
の
器
が
多
い
の
か
？
」
と
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ

り
、戸
惑
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、あ
る
老
僧
が
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
一
言
を
思
い
出
し
ま
し
た
。“
丸
い
器
、
そ
れ
は
人
間
が
両
手
で

器
か
ら
水
を
す
く
う
動
作
か
ら
、
水
を
い
た
だ
く
感
謝
の
形
と
い
う
こ
と

か
ら
丸
い
形
に
な
っ
て
い
る
”
の
だ
と
。

　

新
年
を
迎
え
て
、今
こ
の
瞬
間
を
精
一
杯
に
生
き
る
、同
時
に
食
前
食
後

の
挨
拶
を
言
葉
に
発
し
て
作
っ
て
く
れ
た
方
に
対
し
て
、
感
謝
を
表
現
す

る
こ
と
を
互
い
に
誓
い
合
い
、今
年
み
な
さ
ん
元
気
で
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

餅とじゃがいもの
� 市松模様揚げ
残りの餅をアレンジしてみては

❶
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❸
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病気を通じ多くの人と出会い励まされ続けてきた“頂
きっぱなし”の人生の中で、今回、初めての恩返し作品。
今まで元気をくれた仲間達に、そして、今、いろいろな
事に苦しみながらも懸命に闘う誰かに。この一羽一羽
に込めた“ありがとう”と“一緒に頑張ろう”が、一
人でも多くの一つ一つの心に届きますように…

千 の 祈 り 作者プロフィール
すずき　ゆか（鈴木由香）

1971年生れ。静岡県富士市在住。
卵巣嚢腫、卵巣腫瘍破裂、子宮頚癌、子宮内膜症、若
年性更年期障害、狭心症、過換気症候群など17歳か
ら現在までに8回の入院生活を経験。2003年、書
画集“だって泣いちゃうもん”（文芸社）を全国出
版。現在は、講演、文化施設などでの作品展を行う。


