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建
功
寺
住
職
・
庭
園
デ
ザ
イ
ナ
ー　

枡
野
俊
明 

師

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

写
真
提
供　

田
畑
み
な
お

―
―

枡
野
師
は
海
外
で
講
演
さ
れ
る
機
会

が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
際
、
禅
を
ど

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

　

禅
と
は
、本
来
の
自
己
と
出
会
う
こ
と
。

な
ど
と
言
っ
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
で

し
ょ
う
か
ら
、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、

清
ら
か
な
心
、
い
わ
ゆ
る
執
着
心
を
い
か

に
小
さ
く
し
て
い
く
か
を
考
え
て
、
ど
う

生
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
極
め
て
い
く
哲

学
な
の
で
す
。
宗
教
で
す
が
哲
学
な
の
で

す
、
と
説
明
し
ま
す
。

　

清
ら
か
な
心
、
仏
性
は
み
ん
な
持
っ
て

生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
我
執
、

執
着
心
に
覆
わ
れ
て
、
み
え
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く

言
う
と
、
心
の
余
分
な
脂
肪
を
蓄
え
て
し

ま
っ
て
い
る
。
本
来
の
自
分
自
身
が
も
っ

て
い
る
き
れ
い
な
身
体
が
、
生
活
の
乱
れ

に
よ
っ
て
ど
ん
ど
ん
余
分
な
脂
肪
に
覆
わ

室
町
期
・
臨
済
宗
の
黄
金
期
を
築
い
た
禅
僧
・
夢
窓
国
師
が
説
い
た
「
山
水

に
得
失
な
し　

得
失
は
人
の
心
に
あ
り
」（
庭
を
つ
く
る
技
術
よ
り
、
つ
く
る

と
い
う
こ
と
に
込
め
ら
れ
た
求
道
心
が
重
要
で
あ
る
）
の
言
葉
を
座
右
の
銘

に
、国
内
外
で
空
間
設
計
を
手
が
け
る
枡
野
俊
明
師
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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れ
て
し
ま
う
。
そ
の
心
の
脂
肪
を
ゼ
ロ
に

す
る
こ
と
は
無
理
で
す
が
、
そ
れ
を
薄
く

す
る
事
は
で
き
る
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
修
行
が
絶
対
に
欠
か

せ
な
い
。
そ
れ
を
続
け
る
事
に
よ
っ
て
薄

く
し
て
い
き
、
本
来
の
自
分
を
見
つ
め
る

事
が
出
来
る
の
で
す
。

―
―

禅
と
庭
に
つ
い
て

　

蘭
（
注
一
）渓
道
隆
禅
師
が
一
二
五
三
年
、
建
長

寺
を
建
立
す
る
時
に
「
方
丈
」
と
い
う
建

物
の
北
側
に
池
の
あ
る
庭
を
造
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
禅
と
日
本
に
お
け
る
庭
園
の

初
め
て
の
き
っ
か
け
で
す
。
道
元
禅
師
が

帰
朝
し
て
五
〇
年
後
に
蘭
渓
道
隆
禅
師
が

渡
来
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
曹
洞
宗
で
は
、

道
元
禅
師
が
、
伏
見
の
興
聖
寺
に
日
本
で

初
め
て
僧
堂
を
造
り
、
あ
る
程
度
の
宋
朝

禅
と
し
て
の
伽
藍
が
出
来
上
が
っ
て
は
い

た
の
で
す
が
、
庭
園
は
造
ら
れ
て
は
い
な

か
っ
た
の
で
す
。

　
（
道
元
禅
師
は
、
鎌
倉
下
向
の
折
、
北

条
時
頼
に
本
格
的
な
宋
朝
禅
の
伽
藍
を
整

え
た
寺
院
を
建
立
し
、
開
山
に
迎
え
た
い

と
言
わ
れ
た
が
あ
っ
さ
り
と
断
り
、
菩
薩

戒
を
授
け
て
半
年
で
永
平
寺
に
戻
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
「
伽
藍
が
整
っ

た
お
寺
」
が
今
の
建
長
寺
で
す
。
で
す
か

ら
も
し
道
元
禅
師
が
開
山
に
な
っ
て
い
れ

ば
、
建
長
寺
も
曹
洞
宗
だ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。）

　

日
本
に
禅
の
庭
園
を
伝
え
た
蘭
渓
道
隆

禅
師
と
夢

（
注
二
）窓

疎
石
（
以
下
疎
石
と
略
称
）

と
は
、
時
代
が
違
っ
て
い
ま
す
か
ら
直
接

会
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
北
条
時
宗

が
建
長
六
世
無
学
祖
元
（
一
二
二
六
～

一
二
八
六
）
を
鎌
倉
五
山
の
第
二
位
と
し

て
円
覚
寺
の
開
山
に
迎
え
て
い
ま
す
。
無

学
祖
元
の
弟
子
に
高

（
注
三
）峰

顕
日
（
一
二
四
一

～
一
三
一
六
）
が
お
り
、
こ
の
ま
た
弟
子

に
な
る
の
が
疎
石
で
す
。

　

疎
石
は
建
長
寺
を
出
た
後
、約
三
年
間
、

東
北
ま
で
行
脚
し
、
あ
ち
こ
ち
で
隠
遁
生

活
を
し
て
い
ま
す
。
自
然
と
の
か
か
わ
り

が
す
ご
く
好
き
で
、
そ
の
中
に
仏
法
を
見

い
だ
そ
う
と
し
た
人
な
の
で
す
。そ
の
後
、

自
分
の
思
う
と
こ
ろ
を
師
匠
で
あ
る
高
峰

顕
日
に
伝
え
て
、
無
学
祖
元
か
ら
受
け
継

い
だ
袈
裟
を
受
け
、
印
可
証
明
を
与
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
故
郷
の
甲
州
に
戻
っ
て
浄
居
寺

と
い
う
お
寺
を
開
く
の
で
す
。
今
は
、
曹

洞
宗
の
お
寺
で
す
が
、
庭
園
は
残
念
な
が

ら
、
疎
石
の
作
庭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
疎

石
は
、
自
分
が
好
き
だ
っ
た
庭
造
り
を
甲

州
の
恵
林
寺
か
ら
始
め
た
の
で
す
が
、
そ

の
庭
は
ま
だ
か
な
り
初
歩
的
な
も
の
で
し

た
。

―
―

枡
野
師
は
夢
窓
国
師
（
疎
石
）
の
影

響
を
多
く
受
け
て
い
る
と
著
書
に
も
書
か

れ
て
い
ま
し
た
が

　
「
山
水
に
得
失
な
し　

得
失
は
人
の
心

に
あ
り
」
と
い
う
疎
石
の
言
葉
は
、
人
生

に
プ
ラ
ス
に
な
る
と
か
マ
イ
ナ
ス
に
な
る

と
か
言
う
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
心
の

中
で
ど
う
位
置
づ
け
て
や
っ
て
い
け
る
の

か
、
ま
た
、
成
長
さ
せ
て
い
け
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
作
庭
を
し
て
い
る
。
だ
か
ら

得
る
と
か
失
う
と
か
、
山
水
を
し
た
か
ら

と
い
っ
て
特
別
な
こ
と
は
な
い
。
と
い

う
こ
と
を
一
生
懸
命
伝
え
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
す
。
で
す
か
ら
疎
石
は
山
水
を
す

る
事
そ
の
も
の
が
修
行
だ
と
い
う
こ
と
を
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言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
道
元
禅
師
が
山
水

に
つ
い
て
『
正
法
眼
蔵
山
水
経
』
の
中
で

書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
な
の
で
す
。

た
ま
た
ま
曹
洞
宗
は
、
志
比
の
庄
の
永
平

寺
に
拠
点
を
構
え
、
ま
た
、
能
登
の
總
持

寺
も
、
自
然
の
豊
か
な
地
な
の
で
、
庭
を

作
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
す
べ
て

が
自
然
の
庭
、
渓
声
山
色
な
の
で
す
。
傘

松
道
詠
に
「
峯
の
色　

渓
の
響
も
み
な
な

が
ら　

我
釈
迦
牟
尼
の
声
と
姿
と
」
と
あ

る
よ
う
に
自
然
そ
の
も
の
が
仏
法
な
の
で

す
。
道
元
禅
師
は
大
自
然
で
仏
法
を
行
じ

て
い
ま
し
た
が
、
臨
済
宗
は
、
都
を
中
心

に
発
展
し
た
か
ら
、
寺
の
敷
地
に
擬
似
的

な
自
然
を
持
ち
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
こ
で
、
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
の

大
き
な
違
い
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。

私
が
調
べ
て
い
て
、
気
が
付
い
た
の
は
、

作
庭
や
自
然
と
の
対
話
が
現
成
公
案
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
自
然
の
中
に
公
案

を
見
抜
く
こ
と
が
、現
成
公
案
な
の
で
す
。

あ
り
の
ま
ま
の
自
然
を
見
て
い
く
こ
と
な

の
で
す
。
臨
済
宗
こ
そ
公
案
禅
と
い
い
な

が
ら
も
作
庭
を
一
生
懸
命
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
ま
さ
に
現
成
公
案
な
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
臨
済
宗
で
は
公

案
禅
で
段
階
的
に
証
明
し
て
ゆ
く

為
に
、
自
分
の
境
地
を
証
明
す
る

必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。｢

不
立

文
字　

教
化
別
伝｣

で
す
か
ら
、

そ
の
手
段
と
し
て
、
墨
蹟
・
墨
画

等
を
つ
か
う
の
で
す
。
言
葉
で
は

表
現
で
き
な
い
で
す
か
ら
。
立
体

表
現
を
好
ん
だ
人
は
庭
を
作
っ

た
。
こ
の
僧
達
を
石い

し

立だ
て

僧そ
う

と
言
い

ま
す
。

　

最
初
は
龍

り
ゅ
う

門も
ん

瀑ば
く

が
多
い
で
す
。

「
三
級
の
滝 

波
高
う
し
て
魚 

龍

と
化
す
」
と
い
う
漢
詩
が
あ
り
ま

す
が
、
滝
を
鯉
が
登
り
き
る
と
龍
に
な
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
登
龍
門
の
語
源
な

の
で
す
が
、
公
案
禅
の
関
門
を
突
破
す
る

こ
と
に
滝
を
象
徴
と
し
た
の
で
す
。
自
分

を
鯉
の
姿
に
見
立
て
る
。
自
分
に
見
立
て

た
石
を
滝
の
中
に
置
く
の
で
す
。
庭
と
言

う
も
の
と
対
峙
し
て
、
そ
こ
に
自
分
の
仏

法
や
自
分
の
生
き
方
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
現
成
を
ど
う
捉
え
て
い
く
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
―

将
来
の
目
標
と
は
、
ど
の
よ
う
な
庭

で
す
か
？

　

お
寺
で
な
く
て
も
構
わ
な
い
の
で
す

が
、
造
る
人
の
心
の
状
態
を
一
つ
の
庭

と
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

眺
め
る
人
は
、
庭
と
一
体
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
も
う
一
度
見
つ
め

直
し
て
も
ら
う
機
会
に
な
れ
ば
、
非
常
に

現
代
社
会
の
中
に
お
い
て
も
意
味
が
あ
る

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。　

今
の
時
代

は
皆
さ
ん
忙
し
く
、
何
か
に
追
わ
れ
て
生

き
て
い
る
。
自
分
自
身
を
と
か
く
見
失
い

か
け
て
い
ま
す
か
ら
、
自
分
の
人
生
や
も

の
の
考
え
方
、
捉
え
方
は
こ
れ
で
い
い
の

か
と
、
も
う
一
度
見
つ
め
直
し
て
も
ら

う
。
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
、
ス
イ
ッ
チ

を
切
り
、
元
に
戻
し
て
も
ら
う
、
ス
イ
ッ

チ
オ
フ
に
し
て
も
ら
う
。
そ
れ
で
、
ひ
と

と
き
静
か
な
時
間
を
取
り
戻
し
て
も
ら
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
自
分
自
身
を
見
つ
め

直
す
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
れ
を
深
め
て

い
け
ば
坐
禅
を
し
た
よ

う
な
も
の
に
も
な
る
の

で
す
。
本
当
の
あ
り
が

た
さ
、
生
き
て
い
る
事

の
大
事
さ
と
い
う
も
の

を
、
庭
を
通
し
て
感
じ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
し

た
い
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
龍

（
注
四
）安

寺

の
庭
に
座
し
て
い
る

と
、
も
の
す
ご
く
気
持

ち
が
い
い
で
す
し
、
時

間
さ
え
あ
れ
ば
ゆ
っ
く

り
し
て
い
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て

帰
る
と
き
は
み
な
さ
ん
、
心
お
だ
や
か

に
な
っ
て
帰
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
庭
を
造

る
事
が
出
来
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

目
標
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
抽
象
的
で

あ
り
な
が
ら
緊
張
感
が
あ
る
、
龍
安
寺
の

庭
で
す
。

―
―

青
年
僧
に
対
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

　

ま
ず
は
自
分
の
活
動
に
自
信
を
持
っ
て

く
だ
さ
い
。
二
番
目
は
常
に
危
機
感
を

持
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

危
機
感
の
方
か
ら
言
い
ま
す
と
、
世
の

中
の
企
業
は
、
そ
の
時
代
の
ニ
ー
ズ
に

合
っ
た
も
の
を
供
給
し
て
い
か
な
い
と
誰

も
買
わ
な
い
、誰
も
見
向
か
な
い
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
自
然
に
淘
汰
さ
れ
て
、
消

庭
は
私
の
分
身
、
私
の
心
を
映
す
鏡
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え
て
い
く
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、

現
状
の
お
寺
の
世
界
は
ど
う
か
と
い
う

と
、
お
檀
家
さ
ん
は
固
定
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
企
業
努
力
を
し
な
く
て
も
、

潰
れ
る
事
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
お

寺
が
潰
れ
る
事
は
無
く
て
も
、
お
檀
家
さ

ん
か
ら
見
向
か
れ
な
く
な
る
事
は
あ
る
の

で
す
。「
葬
儀
や
法
事
だ
け
寺
に
行
け
ば

い
い
、
後
は
関
係
な
い
」
と
な
れ
ば
こ
れ

ほ
ど
さ
み
し
い
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
常
に
考
え

て
工
夫
し
、
地
域
性
で
あ
る
と
か
、
お
寺

の
歴
史
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
個
人
が

今
ま
で
や
っ
て
き
た
経
歴
な
ど
を
活
か
し

て
、
ど
う
社
会
に
還
元
し
て
い
く
か
、
こ

れ
を
常
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
、自
信
を
持
っ
て
く
だ
さ
い
。

と
言
う
の
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
う
と
、
住

職
の
出
前
。
ど
こ
へ
行
く
の
で
も
、法
衣
、

作
務
衣
を
着
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
服
装

は
そ
の
人
を
あ
ら
わ
し
、
人
格
ま
で
を
も

あ
ら
わ
し
ま
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
、
自

分
で
意
識
を
持
ち
、
行
動
に
自
信
と
責
任

を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
逆

に
そ
の
人
を
成
長
さ
せ
る
の
で
す
。

(

注
一)

蘭
渓
道
隆
（
一
二
一
三
～
一
二
七
八
）

　

臨
済
宗
楊
岐
派
松
源
派
。
日
本
臨
済
宗
大
覚
派

の
祖
。
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
鎌
倉
の
建
長
寺

の
開
山
に
な
る
。
大
覚
禅
師
の
諡
号
を
亀
山
上
皇

よ
り
受
け
、日
本
禅
師
号
の
は
じ
め
と
い
わ
れ
る
。

（
注
二
）
夢
窓
疎
石
（
一
二
七
五
～
一
三
五
一
）

　

臨
済
宗
佛
光
派
。
伊
勢
（
三
重
県
）
の
人
。
幼

に
し
て
出
家
し
て
天
台
に
学
び
、の
ち
禅
に
転
じ
、

高
峰
顕
日
に
参
じ
て
そ
の
法
を
嗣
ぐ
。龍
山
庵（
山

梨
）
虎
渓
庵
（
岐
阜
）
吸
江
庵
（
高
知
）
泊
船
庵
（
神

奈
川
）
退
耕
庵
（
千
葉
）
な
ど
諸
所
に
隠
れ
住
し

た
が
一
三
二
五
年
後
醍
醐
天
皇
の
勅
に
よ
っ
て
南

禅
寺
に
住
し
た
。
翌
年
、
鎌
倉
に
帰
っ
て
南
芳
庵

を
開
き
、
更
に
浄
智
・
瑞
泉
・
円
覚
の
各
刹
を
薫

し
た
が
、後
醍
醐
天
皇
の
命
で
南
禅
寺
に
再
住
し
、

天
皇
崩
御
後
、
足
利
尊
氏
の
請
で
天
龍
寺
開
山
と

な
っ
た
。
他
に
臨
川
寺
、
等
持
院
、
真
如
寺
、
西

芳
寺
な
ど
を
開
い
た
。
世
寿
七
七
．
遺
著
に
「
夢

窓
録
」「
夢
窓
法
話
」「
谷
響
集
」「
西
山
夜
話
」「
夢

中
問
答
」
な
ど
が
あ
る
。

（
注
三
）
高
峰
顕
日
（
一
二
四
一
～
一
三
一
六
）

　

臨
済
宗
佛
光
派
。
城
西
の
離
宮
に
生
る
。
後
嵯

峨
天
皇
の
子
。
十
六
歳
、
円
爾
を
東
福
寺
に
拝
し

て
落
髪
受
具
す
。
一
二
七
九
年
無
学
祖
元
来
朝
し

て
建
長
寺
に
住
す
る
や
、
一
翁
院
豪
書
を
以
っ

て
高
峰
を
長
楽
寺
に
招
き
、
無
学
に
参
見
せ
し

む
。
以
後
、
高
峰
は
建
長
寺
の
無
学
に
参
じ
久
し

く
し
て
旨
を
得
。
無
学
は
こ
れ
を
印
可
し
て
信

衣
・
法
語
を
授
け
る
。
の
ち
那
須
雲
巌
寺
に
帰
り

一
三
〇
〇
年
浄
妙
寺
（
神
奈
川
）
に
住
し
、
次
い

で
万
寿
・
建
長
の
両
寺
に
歴
住
す
。
世
寿
七
六

（
注
四
）
龍
安
寺
（
リ
ョ
ウ
ア
ン
ジ
）

　

臨
済
宗
妙
心
寺
派
。
山
号
：
大
雲
山
。
京
都
市

右
京
区
。
方
丈
の
前
庭
は
石
庭
と
し
て
名
高
く
室

町
時
代
末
期
の
作
で
作
者
未
詳
。
長
方
形
の
庭
に

白
砂
を
し
き
つ
め
、十
五
個
の
石
を
配
し
て
い
る
。

一
木
一
草
を
用
い
ず
、
き
わ
め
て
象
徴
的
な
表
現

で
自
然
を
写
し
だ
し
て
い
る
が
、
渓
流
を
あ
た
か

も
虎
が
児
を
伴
っ
て
渡
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
の
で
、一
名
「
虎
の
仔
渡
し
」
と
も
い
わ
れ
る
。

枡
野 

俊
明
（
ま
す
の　

し
ゅ
ん
み
ょ
う
）

曹
洞
宗
徳
雄
山
建
功
寺
住
職
、
庭
園
デ
ザ

イ
ナ
ー
（
日
本
造
園
設
計
代
表
）、
多
摩
美

術
大
学
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授
、
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学　

特
別
教

授
（A

d
ju
n
ct P
ro
fesso

r

）

著　

書

「
夢
窓
疎
石―

日
本
庭
園
を
極
め
た
禅
僧
」、

「
日
本
庭
園
の
心
得―

基
本
知
識
か
ら
計
画
・

管
理･

改
修
ま
で
」、「
日
本
庭
園
観
照
術
」、

「
寺
院
空
間
の
演
出
」、「
禅
の
庭―

枡
野
俊

明
の
世
界
」
な
ど
。

代
表
作

麹
町
会
館
庭
園　

セ
ル
リ
ア
ン
タ
ワ
ー
東
急

ホ
テ
ル
庭
園
、
ド
イ
ツ　

ベ
ル
リ
ン
日
本
庭

園
「
融
水
苑
」、
祇
園
寺
庭
園
等　

多
数

高円寺 参道

高円寺 参道
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活
動
目
的

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会
で
は
、
今
、
僧
侶

に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
を
見
つ

め
、
僧
侶
が
行
う
べ
き
活
動
を
模
索
し
、
推

進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
私

た
ち
は
各
寺
院
に
お
い
て
地
域
の
方
が
た
と

共
に
生
老
病
死
と
向
き
合
っ
て
お
り
、
死
を

迎
え
ら
れ
た
方
と
そ
の
ご
遺
族
・
ご
親
族
の

方
が
た
と
悲
し
み
を
分
か
ち
合
い
、
心
に
寄

り
添
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
「
心
に
寄
り
添

う
」
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
多
く
の
方
が
た

の
現
実
の
苦
を
我
が
事
の
よ
う
に
捉
え
、
心

と
心
で
ふ
れ
あ
う
同
事
行
に
着
目
し
、
心
に

寄
り
添
っ
て
い
く
「
傾
聴
」
を
、
今
期
の

テ
ー
マ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し

て
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
会
を

行
い
、
研
鑽
を
重
ね
、
会
員
相
互
の
繋
が
り

と
共
に
「
傾
聴
」
へ
の
意
識
の
向
上
に
繋
げ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

災
害
復
興
支
援
活
動

　

平
成
十
九
年
七
月
十
六
日
十
時
十
三
分
、

新
潟
県
上
中
越
沖
に
お
い
て
大
規
模
な
地

震
が
発
生
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
地
震
に
よ

り
、
新
潟
県
長
岡
市
・
柏
崎
市
・
刈
羽
村
で

震
度
六
強
を
記
録
し
、
人
的
被
害
・
建
物
被

害
と
も
に
甚
大
と
な
り
ま
し
た
。
大
き
な
被

害
と
な
っ
た
柏
崎
市
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
が
立
ち
上
が
り
、
宗
務
庁
に
お
い
て

災
害
対
策
本
部
、
新
潟
県
第
三
宗
務
所
に
お

い
て
現
地
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
、
全
曹
青
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員

会
と
し
て
、
七
月
十
九
日
よ
り
現
地
入
り
い

た
し
ま
し
た
。
災
害
対
策
本
部
（
宗
務
庁
）・

現
地
対
策
本
部
（
新
潟
県
第
三
宗
務
所
）・

全
曹
青
・
新
潟
県
曹
青
・
各
県
曹
青
・
Ｓ
Ｖ

Ａ
と
の
連
携
の
も
と
、
大
規
模
な
復
興
支
援

活
動
が
行
わ
れ
、
私
た
ち
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委

員
会
も
微
力
な
が
ら
現
地
の
調
整
役
・
活
動

の
実
動
的
役
割
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。（
詳
細
は
9
～
11
頁
参
照
）

「
災
害
発
生
時
に
関
す
る
全
曹
青
と
各
都
道

府
県
曹
青
間
の
覚
書
」・「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
憲

章
（
仮
称
）」
の
作
成

　

新
潟
県
中
越
沖
地
震
復
興
支
援
活
動
に
お

き
ま
し
て
は
、
宗
門
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
団

体
と
の
協
力
体
制
の
も
と
、
現
地
に
て
活
動

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
災
害
が
発
生
し
た
際
に

は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会
だ
け
で
は
な
く
、

多
く
の
方
が
た
に
ご
協
力
い
た
だ
き
災
害
復

興
支
援
に
臨
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
災
害
復

興
支
援
活
動
に
お
い
て
は
地
元
曹
青
会
と
の

連
携
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

各
都
道
府
県
曹
青
の
方
が
た
と
共
に
、
意
識

の
向
上
・
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。
そ
こ
で
、「
災
害
発
生
時

に
関
す
る
全
曹
青
と
各
都
道
府
県
曹
青
間
の

覚
書
」
の
作
成
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
な
ぜ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
の
か
？ 

な
ぜ

災
害
な
の
か
？ 

を
見
直
し
て
い
き
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
意
義
を
明
確
に
打
ち
出
す
こ
と

の
必
要
性
か
ら
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
憲
章
（
仮

称
）」
の
作
成
に
向
け
て
協
議
を
重
ね
て
お

り
ま
す
。

委
員
会
紹
介

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会

全　曹　青
インフォメーション

委 

員 

長　

瀬
田　

啓
道

 

（
曹
洞
宗
鳥
取
県
青
年
会
）

 

「
い
た
だ
い
た
ご

法
縁
に
感
謝
し
、

僧
侶
だ
か
ら
こ
そ

行
う
べ
き
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
模
索
し
推
進
し
て
ま
い
り

ま
す
。」

副
委
員
長　

新
川　

泰
道

 

（
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
）

 

「
青
年
会
活
動
も

あ
と
残
り
僅
か
、

最
後
の
ご
奉
公
の

つ
も
り
で
微
力
な

が
ら
委
員
長
を
支
え
ら
れ
る
よ
う
ガ
ン
バ

リ
ま
す
。」

委　
　

員　

大
徳　

順
覚

 

（
茨
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
）

 

「
今
年
度
よ
り
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委

員
に
任
命
さ
れ
て

ま
だ
ま
だ
、勉
強
、

経
験
不
足
で
す
が
、
多
く
の
方
の
活
動
を

勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
精
進
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。」

委　
　

員　

宮
下　

俊
哉

 

（
曹
洞
宗
長
野
県
第
一
青
年
会
）

 

「
自
己
の
反
省
を

常
に
心
に
、
す
べ

て
に
お
い
て
学
ば

せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。」

委　
　

員　

市
岡　

宜
展

 

（
曹
洞
宗
岐
阜
県
青
年
会
）

 

「
す
べ
て
の
ご
縁

に
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。」

委　
　

員　

袴
谷　

憲
由

 

（
北
海
道
第
三
宗
務
所
青
年
会
）

 

「
本
山
を
下
り
て

一
年
半
ほ
ど
し
か

た
っ
て
お
ら
ず
、

僧
侶
と
し
て
ま
だ

ま
だ
で
す
が
、
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。」

委　
　

員　

山
口　

尊
生

 

（
熊
本
県
曹
洞
宗
青
年
会
）

 

「
ま
だ
ま
だ
未
熟

者
で
御
座
い
ま
す

が
何
卒
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま

す
。」

各

委

員

コ
メ
ン
ト



�

 

〈
全
曹
青
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会
研
修
会
〉

浄
土
宗
総
合
研
究
所
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
死
へ
の
準
備
～
今
を
ど
う
生
き
る
か
～
」に
参
加
し
て

日
時　

平
成
十
九
年
六
月
二
十
八
日（
木
）

場
所　

大
本
山
増
上
寺　

三
縁
ホ
ー
ル

 
（
東
京
都
港
区
芝
公
園
）

日
程

　

午
前
十
時
〜
十
二
時

　
　

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

午
後
一
時
〜

　
　

定
員
制
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　

午
後
四
時
〜　

　
　

グ
ル
ー
プ
発
表
・
全
体
討
論

　

午
後
五
時

　
　

閉　

会

第
十
七
期
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
長　

瀬
田　

啓
道

　

こ
の
度
、
浄
土
宗
主
催
に
て
行
わ
れ
る
公
開
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
私
自
身
初
め
て
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
が
、
浄
土
宗
の
方
が
た
が
「
死
」
と
い
う

大
き
な
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ

て
い
く
の
か
、
期
待
を
胸
に
抱
き
拝
登
い
た
し
ま

し
た
。

　

開
会
式
の
後
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
な
り
各

先
生
方
の
講
演
が
始
ま
っ
た
。
会
場
内
に
は
先
生

方
の
発
せ
ら
れ
る
声
と
参
加
者
に
よ
る
ノ
ー
ト
に

ペ
ン
を
走
ら
せ
る
音
が
鳴
り
響
い
て
い
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
先
生
方
が
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
死
に
つ

い
て
見
つ
め
、
死
に
直
面
さ
れ
た
方
が
た
や
ご
家

族
の
方
が
た
を
、
現
代
社
会
に
お
い
て
如
何
に
支

え
て
い
く
べ
き
か
を
常
に
模
索
さ
れ
て
い
る
様
子

が
感
じ
取
れ
た
。
私
は
先
生
方
の
講
演
の
内
容
か

ら
「
医
療
の
現
場
や
寺
院
、
強
い
て
は
医
療
従
事

者
や
僧
侶
等
の
垣
根
を
越
え
て
助
け
合
い
、
協
力

し
合
っ
て
死
に
直
面
さ
れ
た
方
が
た
や
ご
家
族
の

方
が
た
と
向
き
合
い
、
そ
し
て
寄
り
添
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
共
通
の
テ
ー
マ
を

感
じ
ま
し
た
。

　

私
が
特
に
関
心
を
抱
い
た
講
演
は
、
医
療
機
関

の
問
題
点
を
挙
げ
ら
れ
た
岡
野
氏
の
「
患
者
の
肉

体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
苦
痛
な
ど
に
対
し
、
担

当
医
の
み
な
ら
ず
看
護
師
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
・
宗
教
家
・
家
族
等
が
協
力
し
、
苦
痛
の
緩

和
・
除
去
に
努
め
る
体
制
作
り
が
急
務
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
の
重
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
田
中

師
の
「
生
老
病
死
の
現
場
に
お
い
て
仏
道
を
実
践

さ
れ
て
い
る
僧
侶
は
、
患
者
や
医
療
従
事
者
の
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
や
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
（
死
別
悲

嘆
支
援
）
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
方
法
と
し
て
、
苦
し
む
患
者
と
向
き
合
い
、

医
師
か
ら
延
命
不
可
等
の
つ
ら
い
病
状
説
明
を
患

者
と
と
も
に
聞
き
、
患
者
の
心
に
寄
り
添
う
こ

と
。
ま
さ
に
傾
聴
と
共
感
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
」と
い
う
お
考
え
に
強
く
賛
同
し
ま
し
た
。

そ
し
て
今
期
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会
の
活
動
の

テ
ー
マ
と
し
て
い
る
「
傾
聴
」
が
、
今
ま
さ
に
僧

侶
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
強
く
感
じ

た
内
容
の
講
演
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
五
十
名
を
超
え
る
参

加
者
が
五
グ
ル
ー
プ
に
別
れ
、
が
ん
の
告
知
の
問

題
を
例
と
し
た
「
症
例
」
を
も
と
に
考
え
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
私
の
グ
ル
ー
プ
に
は
浄
土
宗
総
合

研
究
所
主
任
研
修
員
・
江
戸
川
区
の
浄
土
宗
の
ご

寺
院
様
・
昨
年
大
本
山
永
平
寺
を
送
行
さ
れ
た
曹

洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
方
な
ど
と
と
も
に
意

見
を
出
し
合
い
ま
し
た
。
が
ん
を
受
け
入
れ
ず
、

死
を
遠
ざ
け
る
社
会
的
体
制
が
問
題
と
し
て
挙
げ

ら
れ
、“
病
や
死
へ
の
心
の
準
備
は
、
そ
の
直
面

さ
れ
た
ご
自
身
が
主
と
な
り
、
ご
家
族
や
医
療
従

事
者
・
宗
教
家
の
協
力
の
も
と
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
”
と
い
う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
に
お
い
て
「
死
」

に
つ
い
て
協
議
し
て
い
く
こ
と
は
、
医
療
の
現
場

や
死
に
直
面
さ
れ
た
方
・
ご
親
族
・
ご
遺
族
の
方

が
た
と
悲
し
み
を
分
か
ち
合
い
、
わ
れ
わ
れ
僧
侶

に
と
っ
て
も
非
常
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
、
改
め

て
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
気
持
ち
を

引
き
締
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
尊
い
ご
法
縁

に
感
謝
申
し
上
げ
感
想
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員　

袴
谷　

憲
由

　

今
回
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委

員
会
の
一
員
と
し
て
浄
土
宗
総
合
研
究
所
公
開
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

講
演
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
話
を
し
て
い

た
だ
き
、
共
通
し
て
い
た
点
は
、
僧
侶
の
在
り
方

へ
の
疑
問
・
不
満
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

現
状
の
僧
侶
の
立
場
・
役
割
は
「
死
後
の
供
養
」

と
い
う
も
の
が
メ
イ
ン
と
な
る
と
思
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
に
活
動
さ
れ

て
い
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
が
、
求
め
ら
れ

て
い
る
事
は
幅
広
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
、

と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
、
そ
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

委
員
会
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
「
傾
聴
」
と
い
っ
た

精
神
的
な
ケ
ア
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
役
割
が
確
立
、
浸
透
す
れ
ば
、
い

ろ
い
ろ
な
方
の
助
け
に
な
り
、
我
々
に
は
社
会
の

貢
献
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員　

市
岡　

宜
展

　

今
期
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会
と
し
て
の
活
動

方
針
は
、「
傾
聴
（
心
に
寄
り
添
い
、
向
き
合
い
、

感
じ
合
う
）」
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
今
回

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い
も
の

で
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
第
一
印
象
は
、
浄
土
宗

の
取
り
組
み
に
は
感
服
の
一
言
で
し
た
。「
考
え

て
、
調
べ
て
、
書
い
て
、
発
信
す
る
」
と
い
う
こ

と
を
僧
俗
交
え
て
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
と
感
じ

ま
し
た
。
時
代
に
則
し
た
布
教
の
あ
り
方
を
施
設

や
イ
ベ
ン
ト
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
「
死
へ
の
準
備
」
に
つ
い

て
、
あ
る
末
期
が
ん
の
患
者
を
仮
定
し
そ
の
対
応

を
個
々
に
書
い
て
、
対
処
法
を
考
え
た
り
、
そ
の

対
処
法
を
検
討
し
た
り
し
ま
し
た
。
正
直
な
と
こ

ろ
、
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
検
討
会
ス
タ
イ
ル
は

初
め
て
の
参
加
で
新
鮮
で
し
た
。 

そ
し
て
、
か

ね
て
よ
り
書
物
で
し
か
お
会
い
す
る
こ
と
の
な

か
っ
た
、
カ
ー
ル
ベ
ッ
カ
ー
先
生
と
相
ま
み
え
る

こ
と
が
で
き
、
こ
の
ご
縁
に
心
か
ら
感
謝
し
て
い

ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員　

大
徳　

順
覚

 

今
ま
で
こ
の
様
な
事
に
参
加
し
た
事
が
無
く
、

死
に
つ
い
て
他
の
人
の
考
え
を
聞
く
機
会
が
無

か
っ
た
の
で
す
が
、
私
自
身
、
僧
侶
と
し
て
死
と

い
う
こ
と
は
身
近
に
感
じ
て
は
い
て
も
、
死
に
至

る
ま
で
の
そ
の
人
の
苦
悩
や
恐
怖
ま
で
は
、
し
っ

か
り
と
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
頭

や
知
識
と
し
て
分
か
っ
て
は
い
て
も
、
体
験
を
し

て
い
な
い
の
で
、
死
と
い
う
も
の
が
、
本
当
に
身

近
に
な
っ
た
時
に
、
取
り
乱
し
た
り
、
悲
し
み
に

暮
れ
た
り
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
、
僧
侶
と
し
て
、
多
く
の
人
の

死
を
経
験
す
る
事
に
な
り
、
そ
の
中
に
は
、
自
分

の
身
内
や
仲
の
良
い
友
人
の
死
と
も
、
向
き
合
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
の
命

は
一
つ
な
の
で
、
自
ら
「
死
」
を
体
験
す
る
事
は

出
来
ず
、
死
を
迎
え
る
人
に
対
し
、
僧
侶
、
家

族
、
友
人
と
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
良
い
の

か
、
正
直
言
っ
て
、
現
時
点
で
は
、
分
か
ら
な
く
、

自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
多
く
の
人
の
死

を
体
験
し
、
死
を
頭
で
理
解
す
る
よ
り
も
自
分
の

心
で
感
じ
、
死
を
迎
え
る
人
や
そ
の
家
族
の
身
に

な
っ
て
考
え
れ
ば
、
少
し
で
も
死
を
迎
え
る
不
安

や
恐
怖
、
悲
し
み
を
和
ら
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
日
々
人
と
し
て

僧
侶
と
し
て
、
感
じ
る
心
を
磨
い
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
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全　曹　青
インフォメーション

初 

動 

時

　

七
月
十
六
日
十
時
十
三
分
、
新
潟
県
上

中
越
沖
の
深
さ
17
㎞
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
６
・
８
の
地
震
が
発
生
。
こ
の
地

集
約
し
、
相
互
の
連
携
を
綿
密
に
行
っ
て
現

地
の
調
整
を
全
曹
青
と
と
も
に
行
っ
て
い
た

だ
く
。
災
害
対
策
本
部
（
宗
務
庁
）・
現
地

対
策
本
部（
新
潟
県
第
三
宗
務
所
）・
全
曹
青
・

新
潟
県
曹
青
・
各
県
曹
青
・
Ｓ
Ｖ
Ａ
と
の
連

携
の
も
と
、
大
規
模
な
復
興
支
援
活
動
を
行

う
に
至
っ
た
こ
の
度
の
経
緯
は
、
被
災
地
に

お
け
る
被
災
者
の
方
が
た
の
た
め
を
思
え
ば

非
常
に
大
き
い
も
の
と
感
じ
て
い
る
。

活
動
内
容

○
寺
院
復
興
支
援
活
動

　

復
興
支
援
活
動
を
行
っ
た
ご
寺
院
様
は
、

福
厳
院
・
地
蔵
堂
・
薬
師
堂
・
香
積
寺
・
普

【
人
的
被
害
】

新
潟
県
：
死
者
11
人
／
重
軽
傷
者
１
、９
６
０
人 

柏
崎
市
：
死
者
10
人
／
重
軽
傷
者
１
、３
３
９
人

【
建
物
被
害
】

新
潟
県

　

①
住　

家
：
全
壊
９
９
３
棟
／
大
規
模
半
壊
４
９
３
棟

　
　
　
　
　
　

半
壊
２
、８
０
５
棟
／
一
部
損
壊
３
４
、５
２
９
棟

　
　

合　

計
：
３
８
、８
２
０
棟

　

②
非
住
家
：
３
０
、５
５
０
棟

柏
崎
市

　

①
住　

家
：
全
壊
７
９
１
棟
／
大
規
模
半
壊
３
１
９
棟

　
　
　
　
　
　

半
壊
１
、９
８
０
棟
／
一
部
損
壊
２
４
、１
４
３
棟

　
　

合　

計
：
２
７
、２
３
３
棟

　

②
非
住
家
：
２
４
、１
７
３
棟

�
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会�

委
員
長　

瀬　

田　

啓　

道

親近感をもって悩みを打ち明けていただいた被災者の方がた

震
に
よ
り
、
新
潟
県
長
岡
市
・
柏
崎
市
・
刈

羽
村
で
震
度
6
強
を
、
上
越
市
・
小
千
谷
市
・

出
雲
﨑
町
で
震
度
6
弱
を
記
録
し
、
そ
の
後

も
余
震
が
継
続
し
た
。

我
わ
れ
は
、
現
地
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
宗
務
庁
に
災
害
対
策
本

部
、
新
潟
県
第
三
宗
務
所
に
現
地
対
策
本
部

の
設
置
を
確
認
後
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
と

し
て
現
地
入
り
し
た
。

　

七
月
十
九
日
十
四
時
よ
り
現
地
対
策
本
部

の
設
置
さ
れ
た
新
潟
県
第
三
宗
務
所
・
龍

雲
寺
様
に
お
い
て
災
害
対
策
本
部
・
現
地
対

策
本
部
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
全
曹
青
は
Ｓ

Ｖ
Ａ
と
連
携
し
て
寺
院
復
興
支
援
活
動
・
行

茶
活
動
・
柏
崎
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

で
の
一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ
て
い

く
。
ま
た
各
都
道
府
県
曹
青
・
大
本
山
永
平

寺
・
大
本
山
總
持
寺
・
各
専
門
僧
堂
・
東
北

福
祉
大
学
・
世
田
谷
学
園
等
に
協
力
を
依
頼

し
、
中
・
長
期
的
な
復
興
支
援

活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
決

議
さ
れ
た
。

　

新
潟
県
第
三
宗
務
所
・
龍
雲

寺
様
の
門
前
の
黒
滝
集
落
開
発

セ
ン
タ
ー
を
「
曹
洞
宗
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
本
部
」
と
し
て
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
の
拠
点
お
よ
び
宿

泊
所
と
し
た
。
全
曹
青
は
災
害

対
策
本
部
（
宗
務
庁
）・
現
地

対
策
本
部
（
新
潟
県
第
三
宗
務

所
）・
新
潟
県
曹
青
・
各
県
曹
青
・

Ｓ
Ｖ
Ａ
と
連
携
し
、
現
地
の
調

整
役
お
よ
び
復
興
支
援
活
動
の

実
動
的
役
割
を
担
う
。

　

Ｓ
Ｖ
Ａ
の
方
が
た
に
は
柏
崎

市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
と

曹
洞
宗
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部
に

一
名
ず
つ
入
っ
て
い
た
だ
き
、

避
難
所
の
状
況
や
寺
院
復
興
支

援
活
動
状
況
等
の
関
連
情
報
を

新
潟
県
中
越
沖
地
震

復
興
支
援
活
動
報
告
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光
寺
・
花
栄
寺
・
常
福
寺
・
虚
空
蔵
寺
・
観

音
寺
・
妙
照
寺
・
東
福
院
・
洞
雲
寺
・
普
伝
院
・

普
広
寺
・
東
光
寺
・
竜
泉
寺
の
計
十
六
ヶ
寺
。

　

復
興
支
援
活
動
内
容
は
、
本
堂
の
須
彌
壇

を
元
の
状
態
に
回
復
、
本
堂
三
尊
仏
の
運
び

出
し
、位
牌
の
運
び
出
し
、安
置
仏
の
移
動
、

位
牌
堂
の
整
理
・
片
付
け
、
本
堂
什
物
の
運

搬
、
庫
裏
内
の
片
付
け
、
墓
地
通
路
の
石
を

移
動
、
本
堂
の
掃
除
・
整
理
・
片
付
け
・
運

搬
、
石
塔
の
片
付
け
、
仏
具
運
び
だ
し
（
専

門
分
野
に
関
し
て
は
業
者
の
作
業
を
補
助
）、

ガ
ラ
ス
等
危
険
物
の
運
び
出
し
、
本
堂
位
牌

整
理
・
修
理
、
墓
地
シ
ー
ト
掛
け
、
お
堂
倒

壊
現
場
の
片
付
け
、
墓
の
外
壁
お
こ
し
、
本

堂
・
庫
裡
・
開
山
堂
の
仏
具
の
片
づ
け
及
び

清
掃
、御
本
尊
さ
ま
を
は
じ
め
と
す
る
仏
像
・

仏
具
・
位
牌
清
掃
お
よ
び
移
動
、客
殿
清
掃
、

本
堂
の
屋
根
・
壁
を
落
と
し
た
後
、
そ
の
内

部
か
ら
廃
材
（
瓦
・
木
材
・
陶
磁
器
・
ガ
ラ

ス
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
）を
分
別
し
て
搬
出
。

ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
込
む
作
業
と
専
用
の
袋
に

詰
め
る
。
専
門
の
方
三
名
と
共
同
作
業
。

　

新
潟
県
曹
青
主
体
と
な
っ
て
寺
院
復
興
支

援
活
動
を
行
っ
て
い
た
だ
い
た
。
多
い
日
に

は
一
ヶ
寺
に
つ
き
十
一
名
、
一
日
五
ヶ
寺
の

活
動
を
行
っ
た
。皆
さ
ま
の
ご
尽
力
に
よ
り
、

大
き
な
傷
害
・
病
気
等
も
な
く
、
円
滑
に
復

興
支
援
活
動
が
行
わ
れ
た
。

〈
注
意
事
項
〉

・
寺
院
災
害
復
興
活
動
に
携
わ
っ
た
方
が
た

の
殆
ど
が
手
作
業
で
の
限
界
を
感
じ
、
重
機

等
導
入
の
必
要
性
を
訴
え
ら
れ
る
。

・
重
い
も
の
を
移
動
中
に
一
名
が
負
傷
。
診

察
の
結
果
腰
部
脱
臼
（
ぎ
っ
く
り
腰
）
と
の

こ
と
。
無
理
は
禁
物
。

＊
健
康
保
険
証
（
コ
ピ
ー
可
）

は
必
ず
お
持
ち
願
い
た
い
。

・
寺
院
復
興
支
援
活
動
に
お
い

て
崩
壊
家
屋
は
、
危
険
防
止
の

た
め
絶
対
に
入
っ
て
は
な
ら
な

い
。（
赤
紙
・
黄
紙
を
問
わ
ず
）

○
行
茶
活
動　
（
避
難
所
・
仮

設
住
宅
周
辺
で
の
お
茶
出
し
）

　

長
年
暮
ら
し
て
き
た
家
を

失
っ
た
被
災
者
の
方
が
た
と
、

お
茶
と
お
菓
子
を
交
え
て
触
れ

合
い
、
生
活
の
こ
と
、
こ
れ
か

ら
の
こ
と
、
今
悩
ん
で
い
る
こ

と
な
ど
を
聞
き
出
し
、
そ
れ
を

我
が
事
の
よ
う
に
捉
え
て
感
じ

あ
う
心
の
ケ
ア
を
目
的
と
す
る
。

　

避
難
所
で
は
計
二
十
六
ヶ

所
、
仮
設
住
宅
で
は
計
三
ヶ
所

に
て
行
茶
活
動
を
行
っ
た
。
最

多
一
日
七
ヶ
所
。

　

現
地
入
り
さ
れ
た
全
曹
青
・
各
都
道
府
県

曹
青
・
東
北
福
祉
大
学
等
の
方
が
た
に
よ

り
全
国
各
地
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
お
菓
子
を
、

避
難
所
・
仮
設
住
宅
の
被
災
者
の
方
が
た
に

届
け
た
。
ご
高
齢
の
方
が
た
に
は
温
か
い
お

茶
と
お
菓
子
が
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、
か
き

氷
や
カ
ル
ピ
ス
が
た
い
へ
ん
喜
ば
れ
た
。
新

潟
県
曹
青
の
方
が
た
は
、
初
め
て
の
行
茶
で

あ
っ
た
が
石
川
県
曹
青
の
星
野
正
親
師
の
能

登
半
島
地
震
に
お
け
る
行
茶
の
初
期
の
状
況

と
被
災
者
の
心
に
寄
り
添
う
こ
と
の
大
切
さ

を
話
し
て
い
た
だ
き
臨
ん
だ
。
活
動
の
中
で

念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
あ
く
ま

で
被
災
者
本
位
で
あ
り
地
元
主
体
の
活
動
を

行
う
こ
と
。

　

夏
休
み
に
入
り
避
難
所
で
は
子
ど
も
が
増

加
。
被
災
者
の
方
の
疲
労
も
ピ
ー
ク
に
達
し

て
い
た
。「
夜
に
何
度
も
目
が
覚
め
る
…
目

を
閉
じ
る
と
二
度
と
目
覚
め
な
い
よ
う
な
気

が
す
る
…
地
震
へ
の
恐
怖
や
不
安
を
早
く
取

り
除
き
た
い
。」
と
い
う
方
が
多
く
見
受
け

ら
れ
た
。「
空
気
が
悪
く
て
喉
が
痛
い
」「
ト

イ
レ
に
手
す
り
が
欲
し
い
」「
足
が
痛
く
て

段
差
も
あ
っ
て
つ
ら
い
」
な
ど
多
数
要
望
が

上
が
っ
た
。
被
災
者
の
方
が
た
に
は
三
～
五

歳
く
ら
い
の
幼
児
や
中
学
生
も
多
く
、
会
話

の
中
か
ら
幼
児
の
あ
せ
も
・
ひ
び
割
れ
等
が

発
症
し
兄
弟
間
で
感
染
し
て
お
り
、
医
療
面

の
充
実
を
望
む
母
親
の
悲
痛
な
声
も
上
が
っ

た
。
女
子
中
学
生
た
ち
は
、
お
風
呂
に
入
る

こ
と
が
で
き
ず
、
せ
め
て
シ
ャ
ワ
ー
だ
け
で

も
浴
び
た
い
と
話
し
て
い
た
。
ま
た
避
難
所

に
は
体
育
館
の
よ
う
な
施
設
も
あ
る
た
め

「
床
が
か
た
く
、
落
ち
着
か
な
い
…
マ
ッ
ト

が
欲
し
い
。」
と
い
う
要
望
も
多
く
上
が
っ

て
い
た
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
確
保
の
た
め
に
、

衝
立
追
加
の
要
望
が
あ
っ
た
り
、
衛
生
面
で

は
ト
イ
レ
は
美
化
さ
れ
て
き
た
が
、
洗
濯
に

困
っ
て
い
る
方
も
多
か
っ
た
。
あ
る
避
難
所

で
は
、
体
育
館
は
立
ち
入
り
禁
止
で
、
被
災

者
は
玄
関
の
上
が
り
口
に
薄
い
マ
ッ
ト
を
敷

き
、
ゴ
ザ
の
上
に
寝
泊
ま
り
す
る
環
境
で
、

ご
高
齢
の
方
の
床
ず
れ
や
体
力
の
消
耗
が
心

配
さ
れ
た
。
女
性
は
ト
イ
レ
で
着
替
え
る
事

も
あ
り
、「
更
衣
室
が
欲
し
い
」
と
の
声
も

上
が
っ
て
い
た
。
ま
た
、
子
ど
も
の
遊
び
場

が
な
く
、
お
風
呂
に
入
る
に
も
二
時
間
三
時

間
待
ち
と
い
う
状
況
で
、
子
ど
も
の
ス
ト
レ

ス
も
解
消
す
る
必
要
性
を
感
じ
た
。
ま
た
、

自
衛
隊
を
は
じ
め
周
囲
の
方
は
た
い
へ
ん
親

切
に
接
し
て
く
れ
る
が
、
担
当
者
が
変
わ
る

と
い
う
こ
と
で
、
な
か
な
か
本
音
が
言
え
な

い
と
い
う
方
も
多
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
の

私
た
ち
の
行
茶
活
動
は
、
継
続
に
よ
っ
て
、

一
人
で
も
多
く
の
声
を
聞
き
と
り
、
心
の
ケ

ア
へ
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
と
改
め
て
活
動

の
重
要
性
を
実
感
し
た
。
仮
設
住
宅
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
地
域
か
ら
集
ま
っ
た
方
が
た
が
入

居
し
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
は
困
難

が
予
想
さ
れ
た
。
集
会
所
外
に
机
と
椅
子
、

ビ
ー
チ
パ
ラ
ソ
ル
を
設
置
し
、
オ
ー
プ
ン
カ

フ
ェ
行
茶
を
試
み
た
。

柏崎市内宗門御寺院様の崩壊した山門の様子
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全　曹　青
インフォメーション

○
一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動　

危
険
家
屋
箇

所
の
調
査
。

　

住
宅
破
損
状
況
調
査
。地
図
上
に
注
意
、要

注
意
、
調
査
済
を
色
分
け
し
て
記
載
す
る
作

業
と
「
ぬ
く
も
り
新
聞
」
の
配
布
。作
業
途
中
、

一
般
の
方
か
ら
の
要
請
で
物
品
運
搬
の
作
業

を
お
手
伝
い
し
た
。一
般
家
庭
の
片
付
け
。

○
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
サ
ッ
カ
ー
教
室

　

八
月
二
十
一
日
、
十
三
時
よ
り
柏
崎
市
立

鏡
が
沖
中
学
校
に
て
サ
ッ
カ
ー
元
日
本
代

表
監
督
の
岡
田
武
史
氏
と
サ
ッ
カ
ー
元
日
本

代
表
の
岩
本
輝
雄
氏
に
よ
る
サ
ッ
カ
ー
教
室

が
、
現
地
対
策
本
部
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ

れ
た
。
六
チ
ー
ム
約
百
四
十
名
参
加
さ
れ
て

盛
大
に
執
り
行
わ
れ
た
。
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス

新
潟
の
ジ
ュ
ニ
ア
ユ
ー
ス
の
選
手
た
ち
も
参

加
し
て
い
た
。

○
毎
日
報
告

　

毎
日
必
ず
活
動
を
報
告
書
に
ま
と
め
、

十
六
時
三
十
分
よ
り
柏
崎
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
に
て
行
わ
れ
る
リ
ー
ダ
ー
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
で
報
告
し
提
出
。
一
日
の
活
動
内

容
を
文
章
に
ま
と
め
、
災

害
対
策
本
部
（
宗
務
庁
）・

全
曹
青
・
新
潟
県
曹
青
・

Ｓ
Ｖ
Ａ
に
発
信
で
き
る

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
作
成

し
毎
日
報
告
し
た
。

　

七
月
三
十
日
、「
曹
洞

宗
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部
」

が
龍
雲
寺
門
前
の
黒
滝
集

落
開
発
セ
ン
タ
ー
か
ら
、

新
潟
県
第
三
宗
務
所
龍
雲

寺
室
中
に
移
転
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
現
地

対
策
本
部
と
曹
洞
宗
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
本
部
と
の
距
離

が
な
く
な
り
、
情
報
の
共

有
化
と
綿
密
な
連
携
が
可

能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
曹

洞
宗
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部

の
業
務
は
八
時
よ
り
十
九

時
ま
で
と
し
た
。（
時
間

厳
守
・
残
業
は
な
し
）

ま
と
め

　

平
成
十
九
年
七
月
十
九
日
現
地
入
り
。
柏

崎
市
黒
滝
地
区
を
拠
点
と
し
て
活
動
。
全

曹
青
は
七
月
十
九
日
～
八
月
六
日
、
八
月

十
七
日
～
八
月
二
十
五
日
、
八
月
二
十
八
日

～
八
月
三
十
日
現
地
入
り
。
お
盆
の
時
期
と

重
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
が
た
が
現
地
入
り

す
る
の
が
厳
し
い
状
況
の
中
、
現
地
対
策
本

部
・
新
潟
県
曹
青
・
Ｓ
Ｖ
Ａ
・
東
北
福
祉
大

学
の
方
が
た
の
ご
尽
力
の
お
か
げ
で
、
八
月

三
十
一
日
ま
で
復
興
支
援
活
動
を
行
う
こ
と

が
で
き
た
。

　

復
興
支
援
活
動
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
方

が
た
は
、長
野
第
一
曹
青
・
長
野
第
二
曹
青
・

山
形
曹
青
・
静
岡
第
一
曹
青
・
石
川
曹
青
・
福

井
曹
青
・
大
本
山
永
平
寺
・
大
本
山
總
持
寺
・

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
・
大
本
山
永
平

寺
別
院
長
谷
寺
・
最
乗
寺
・
好
国
寺
・
善
宝
寺
・

西
有
寺
・
大
栄
寺
・
東
北
福
祉
大
学
・
世
田
谷

学
園
。
全
曹
青
・
新
潟
県
曹
青
・
Ｓ
Ｖ
Ａ
は
連

携
し
て
曹
洞
宗
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部
事
務
局

を
担
当
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会
か
ら
は
、

秋
田
・
長
野
・
岐
阜
・
鳥
取
よ
り
参
加
。
総
勢

二
百
四
十
六
名
。（
八
月
三
十
一
日
現
在
。

最
多
は
七
月
二
十
四
日
の
六
十
一
名
）
今
後

は
地
元
有
志
の
方
が
た
が
活
動
を
継
続
。

　

八
月
二
十
四
日
、
十
七
時
よ
り
宗
務
庁
総

務
部
福
祉
課
の
柚
木
課
長
・
関
根
係
長
・
Ｓ

Ｖ
Ａ
関
課
長
を
交
え
、
今
後
の
活
動
方
針
に

つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
本
部

に
よ
る
復
興
支
援
活
動
は
、
八
月
三
十
一
日

を
も
っ
て
終
息
と
す
る
。
そ
の
後
は
、
九
月

一
日
以
降
の
行
茶
活
動
・
寺
院
復
興
支
援
活

動
の
ニ
ー
ズ
に
対
し
、
新
潟
県
第
三
宗
務
所

よ
り
有
志
を
募
っ
て
い
く
。
そ
の
有
志
に
よ

る
活
動
が
開
始
さ
れ
た
際
は
、
宗
務
庁
・

宗
務
所
・
全
曹
青
・
県
曹
青
・
Ｓ
Ｖ
Ａ
が
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
最
大
限
の
協
力
を

行
っ
て
い
く
方
針
と
さ
れ
た
。

　

現
地
対
策
本
部
が
主
体
と
な
っ
て
行
わ
れ

た
寺
院
復
興
支
援
活
動
と
、
曹
洞
宗
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
本
部
・
柏
崎
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
の
連
携
に
よ
り
行
わ
れ
た
行
茶
活
動
お

よ
び
一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
が
、
こ
の

度
の
災
害
復
興
支
援
に
は
必
要
と
な
っ
た
。

そ
の
幅
広
い
活
動
が
可
能
と
な
っ
た
背
景
に

は
、
七
月
十
九
日
現
地
対
策
本
部
で
行
わ
れ

た
災
害
対
策
本
部
・
現
地
対
策
本
部
会
議
に

お
い
て
決
議
さ
れ
た
「
復
興
支
援
活
動
は

宗
門
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
に
協
力
い
た

だ
き
、
行
っ
て
い
く
」
と
い
う
方
針
が
活
か

さ
れ
、
長
期
に
わ
た
り
多
数
の
宗
門
関
係
の

方
が
た
が
継
続
し
て
現
地
入
り
さ
れ
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
宗
門
関
係
の
協
力
体

制
の
下
、
行
わ
れ
た
復
興
支
援
活
動
は
、
悩

み
・
苦
し
み
を
抱
え
た
方
が
た
の
気
持
ち
を

我
が
事
の
よ
う
に
捉
え
、
助
け
合
い
、
支
え

合
う
「
同
事
行
」
の
実
践
を
掲
げ
て
い
る
曹

洞
宗
と
し
て
も
、
心
に
寄
り
添
い
向
き
合
い

感
じ
あ
う
「
傾
聴
」
を
テ
ー
マ
と
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
全
曹
青
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員

会
と
し
て
も
大
き
な
前
進
で
あ
る
と
感
じ
て

い
る
。
今
後
は
宗
門
関
係
の
方
が
た
と
の
更

な
る
協
力
体
制
の
確
立
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
方

が
た
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
現
地
の
調
整
・

情
報
の
集
約
等
を
行
う
曹
洞
宗
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
本
部
の
シ
ス
テ
ム
を
見
直
し
、
よ
り
円
滑

な
復
興
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
課

題
で
あ
る
。

地元御寺院・SVA・全曹青各団体が共に行茶活動を行った
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十
七
期
の
Ｉ
Ｔ
委
員
会
が
、
今
ま
さ
に
や
っ
て
い
る
こ
と
は
気
の
利
い
た

情
報
提
供
や
横
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能

性
を
研
鑽
し
、
ど
の
よ
う
な
ツ
ー
ル
を
使
い
、
ど
の
よ
う
な
情
報
を
発
信
す
る
の
か
？　

委
員

一
丸
と
な
っ
て
追
及
し
て
お
り
ま
す
。
試
験
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、内
部
で
は
Ｃ
Ｍ
Ｓ（xoops

）

［
コ
ー
ド
ネ
ー
ム
：
裏
般
若
］
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（O

p
en P

N
E

）
も
運
用
を
開
始
し
て
お
り
ま
す
。

た
だ
そ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
「
何
を
テ
ー
マ
に
動
い
て
い
る
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
は
ズ
バ
リ
Y
“
感
動
”
で
す
。

　

全
国
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
パ
ソ
コ
ン
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
方
が
沢
山
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
い
ま
す
。
も
し
も
、こ
の
よ
う
な
活
動
に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
ら
、組
織
の
枠
を
超
え
て

協
力
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
？　

あ
な
た
の
参
加
を
「
十
七
期
Ｉ
Ｔ

委
員
会
の
愉
快
な
仲
間
た
ち
」
が
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

　

ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
（it@

sousei.gr.jp

に
メ
ー
ル
）
で
、「
リ
ア
ル
な
世

界
」
見
せ
る
自
信
あ
り
ま
す
Z

 
委
員
長　

吉
澤　

光
雲
〈
長
野
第
一
〉

　

八
月
下
旬
、
中
越
沖
地
震
被
災
地

の
柏
崎
は
、
仮
設
住
宅
へ
の
移
行
が

ほ
ぼ
落
ち
着
く
頃
。
入
居
し
て
い
る
被
災
者
同
士
は
面
識
が
な
く
、

交
わ
す
会
話
も
ま
だ
少
な
い
。
設
置
さ
れ
た
集
会
所
の
存
在
す
ら
知

ら
な
い
住
民
も
い
る
。
今
後
数
年
、
一
つ
の
「
ま
ち
」
と
し
て
生
活
を

共
に
す
る
上
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
は
不
可
欠
で
あ
る
。
過
去
の
災
害
に
み

ら
れ
た
、
仮
設
住
宅
で
の
孤
独
死
や
自
殺
の
悲
劇
が
繰
り
返
さ
れ
ぬ
た
め
に
も
…
。

　

と
あ
る
仮
設
住
宅
集
会
所
で
の
行
茶
活
動
の
折
、
整
体
師
の
資
格
を
持
つ
男
性
が
お
ら
れ

た
。
そ
の
治
療
院
は
地
震
で
崩
壊
、
夫
婦
と
も
ケ
ガ
を
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ケ
ガ
が
治
っ

た
ら「
今
日
み
た
い
に
仮
設
の
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
、そ
こ
で
身
心
の
ケ
ア
を
し
て
い
き
た
い
」

と
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
話
し
て
く
れ
た
。

　

被
災
地
外
か
ら
や
っ
て
来
て
、
滞
在
期
間
に
限
り
が
あ
る
我
々
の
で
き
る
こ
と
は
ほ
ん
の
僅

か
だ
。
せ
め
て
「
被
災
者
同
士
が
支
え
合
っ
て
元
気
を
取
り
戻
し
た
い
」
と
い
う
気
運
が
高
ま

る
き
っ
か
け
に
、
多
少
な
り
と
も
つ
な
が
る
こ
と
を
願
う
。

 

副
委
員
長　

新
川　

泰
道
〈
秋
田
〉

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会

Ｉ
Ｔ
委
員
会

　

広
報
委
員
会
は
、
全
曹
青
の
広
報
誌
『
そ
う
せ
い
』
の
編
集
を
主
た
る
活

動
と
し
て
い
ま
す
。

　

全
曹
青
は
、
全
国
の
各
曹
青
会
の
連
絡
協
議
会
で
す
か
ら
、
全
国
津
々
浦
々
の
曹
洞
宗
青
年

僧
侶
の
諸
活
動
が
骨
組
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
な
の
で
、
青
年
宗
侶
の
熱
い
思
い
を
誌
面
で
紹

介
す
る
こ
と
こ
そ
が
、『
そ
う
せ
い
』
の
本
務
で
あ
る
と
心
得
て
お
り
ま
す
。

　

地
道
な
活
動
、
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
な
活
動
、
奇
抜
な
ア
イ
デ
ア
等
々
、
ど
し
ど
し
情
報
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

 

副
委
員
長　

青
野　

貴
芳
〈
静
岡
第
一
〉

広
報
委
員
会

　

法
式
委
員
会
で
は
今
期
の
目
標
と
し
て
い
る
Ｄ
Ｉ
Ｇ

Ｉ
そ
う
せ
い『
声
明
の
手
引
き
』（
仮
題
）を
作
成
中
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
当
委
員
会
に
て
頒
布
し
た
「
萬
燈
供
養
」
及
び
、「
祈

祷
太
鼓
」
の
手
法
を
踏
襲
す
る
た
め
、
基
礎
と
な
る
練
習
用
教

材
の
声
明
の
節
回
し
を
、
永
平
寺
副
監
院
春
木
龍
仙
老
師
か

ら
ご
教
授
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
は
九
月
十
一
日
に
、
長
崎
県
壱
岐
島
に
て
「
壱

岐
歎
仏
」
の
様
子
を
ビ
デ
オ
撮
影
し
ま
し
た
。
今
後
は
、

さ
ら
に
各
地
の
法
要
の
様
子
や
、
他
宗
派
の
声
明
に
関
す

る
資
料
を
集
め
た
い
と
希
望
し
て
い
ま
す
。

 

委
員
長　

菅
原　

研
洲
〈
宮
城
〉

法
式
委
員
会

　

総
務
の
役
割
は
、
一
言
で
言
う
と
「
地

味
」
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
地
味
」
と
い
う
と
負
や
陰
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す

が
、
普
段
当
た
り
前
に
感
じ
る
地
面
、
大
地
の
よ
う
な
存

在
に
総
務
委
員
会
が
果
た
す
役
割
と
い
う
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
熱
い
意
見
が
交
わ
さ
れ
る
各
会

議
の
円
滑
な
運
営
や
、
各
委
員
会
活
動
の
成
果
で
も
あ
る

頒
布
物
の
管
理
等
、
全
国
の
会
員
諸
師
の
情
熱
あ
ふ
れ
る

活
動
を
地
面
か
ら
し
っ
か
り
と
支
え
、
さ
ら
に
そ
の
「
地
」

に
「
味
」
の
あ
る
活
動
が
で
き
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

 

委
員　

加
藤　

勤
也
〈
北
海
道
第
二
〉

総
務
委
員
会

　

私
は
初
め
て
の
委
員
会
で
、
あ
る
不
安
を

抱
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、今
期
の
委
員
会
活
動
が
、

出
向
く
形
の
企
画
で
あ
る
こ
と
に
各
委
員
さ
ん
の
賛
同
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
ふ
た
を
開
け
る
と
私
の
不
安
は
一
掃
さ
れ
た
。
私
の
意
見
に
全
会
一
致
で
活

動
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　

そ
こ
で
今
期
の
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
「
お
坊
さ
ん
と
ふ
れ
あ
お
う
Y
」
の
も
と
、
子
ど
も
の
生

活
の
場
で
あ
る
学
校
な
ど
へ
、
こ
ち
ら
側
か
ら
出
向
く
企
画
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
子

ど
も
達
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
非
日
常
で
あ
る
僧
侶
と
の
文
化
交
流
で
あ
り
、
か
な
り
の
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
活
動
を
通
し
て
子
供
達
に
「
生
か
さ
れ
て
い

る
自
分
」
を
促
し
、「
御
蔭
様
」
や
「
感
謝
」
の
気
持
ち
を
も
て
る
よ
う
な
人
づ
く
り
に
つ
な

が
れ
ば
幸
い
で
す
。

 

委
員
長　

慶
徳　

雄
仁
〈
岩
手
〉

青
少
年
教
化
委
員
会
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曹

洞

宗

埼
玉
県
第
一

宗
務
所
青
年
会

発　
　

足
：
一
九
七
六
年

会　
　

長
：
大
森　

篤
史

副 

会 

長
：
一
色　

雄
信

　
　
　
　
　

石
田　

純
道

　
　
　
　
　

山
根　

天
祥

事
務
局
長
：
釈
尾　

昌
秀

会 

員 

数
：
六
〇
名

全　曹　青
インフォメーション

活動紹介

曹　洞
ユース

事
務
局
次
長
：
飯
田　

法
雄

会　
　

計
：
星
野　

義
典

会 

計 

補
：
上
山　

俊
哉

書　
　

記
：
菅
間　

健
人

一
、
概
要

　

曹
洞
宗
埼
玉
県
第
一
宗
務
所
青
年
会
は
、

埼
玉
県
第
一
宗
務
所
管
内
の
四
十
歳
以
下

の
宗
侶
を
正
会
員
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
昨
年
度
三
十
周
年
を
迎
え
、
記
念
事
業

を
行
い
ま
し
た
。

　

年
間
の
定
例
行
事
と
し
て
は
緑
蔭
禅
の
集

い
、
歳
末
助
け
合
い
托
鉢
、
研
修
旅
行
、
総

会
、
新
年
会
、
そ
の
他
研
修
会
等
が
あ
り
ま

す
。
緑
蔭
禅
の
集
い
は
発
足
以
来
続
い
て
お

り
、
本
年
で
三
十
一
回
を
数
え
ま
す
。
本
年

度
の
参
加
者
は
、
計
七
十
四
名
・
平
均
年
齢

は
六
十
二
歳
で
し
た
。
こ
れ
は
リ
ピ
ー
タ
ー

が
多
い
事
と
、
定
年
を
迎
え
た
皆
さ
ん
の
静

か
な
「
禅
ブ
ー
ム
」
の
影
響
も
あ
る
か
と
思

い
ま
す
。

二
、
委
員
会

　

今
年
度
よ
り
事
業
毎
に
委
員
会
を
設
け
る

試
み
を
始
め
ま
し
た
。

【
禅
の
集
い
委
員
会
】　

こ
れ
は
、
緑
蔭
禅
の

集
い
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
、
よ
り
細
か
な

配
慮
検
討
を
行
う
事
と
、
新
た
に
子
ど
も
向

け
の
禅
の
集
い
の
実
施
検
討
を
す
る
委
員
会

で
す
。

【
広
報
委
員
会
】　

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行
っ

て
い
る
事
を
管
内
ご
寺
院
さ
ま
に
周
知
し
、

徒
弟
の
皆
さ
ま
の
加
入
促
進
を
す
る
役
割
を

担
い
ま
す
。

【
社
会
貢
献
委
員
会
】　

こ
れ
は
、
三
十
周
年

事
業
の
僧
侶
研
修
の
テ
ー
マ
「
地
域
の
中
で

の
寺
院
の
役
割
」
を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
き

ま
す
。
本
年
四
月
の
能
登
半
島
地
震
の
際
に

は
二
名
が
現
地
に
入
り
、
被
災
者
に
寄
り
添

う
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
。
他
に
歳
末
の
托

鉢
の
運
営
も
担
当
し
ま
す
。

【
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
実
行
委
員
会
】　

来
る
十
月

三
十
一
日
、
当
青
年
会
が
当
番
と
な
っ
て
開

催
さ
れ
る
曹
洞
宗
青
年
会
関
東
連
絡
協
議
会

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
の
企
画
・
運
営
に
あ
た

り
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
従
来
の
活
動
に
加
え
、
新
た

に
僧
堂
に
安
居
さ
れ
る
徒
弟
の
皆
さ
ん
を
対

象
と
し
た
上
山
前
の
研
修
会
を
実
施
し
ま
す
。

三
、 

三
十
周
年
記
念
事
業

【
記
念
大
会
】

　

昨
年
度
三
十
周
年
を
迎
え
、「
自
己
を
な

ら
ふ
」
を
テ
ー
マ
に
記
念
事
業
を
開
催
し
ま

し
た
。
本
年
二
月
四
日
の
記
念
大
会
に
て
梅

花
詠
讃
歌
を
と
り
い
れ
た
略
布
薩
を
行
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
秋
田
県
青
年
会
、
可
睡
斎

等
で
行
わ
れ
て
い
る
布
薩
会
を
参
考
に
差
定

を
検
討
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
参
加
証
と

し
て
十
六
条
戒
と
現
代
語
訳
を
掲
載
し
た
仏

壇
に
飾
れ
る
小
さ
な
パ
ネ
ル
を
制
作
し
ま
し

た
。
現
代
語
訳
は
岩
手
県
青
年
会
制
作
『
聞

い
て
わ
か
る
檀
信
徒
法
要
回
向
集
』
を
参
考

に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

法
要
終
了
後
は
、
青
山
俊
董
老
師
を
拝
請

し
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

【
僧
侶
研
修
】

　

記
念
大
会
の
翌
日
二
月
五
日
に
は
「
地
域

の
中
で
の
寺
院
の
役
割
～
防
災
の
視
点
か
ら

～
」と
題
し
て
僧
侶
研
修
を
開
催
し
ま
し
た
。

前
半
に
㈳
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

会
国
内
事
業
課
課
長
関
尚
士
氏
に
基
調
講
演

を
い
た
だ
き
、
そ
の
後
、
小
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
、
大
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
あ
る
町
と
寺

院
の
シ
ナ
リ
オ
の
役
割
を
そ
れ
ぞ
れ
が
演
じ

る
中
で
地
域
の
中
で
の
寺
院
の
役
割
を
考
え

る
と
い
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま

し
た
。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
は
僧
侶
研
修
の
担
当

者
が
作
成
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
で
す
。

海
外
の
援
助
に
お
け
る
教
育
教
材
や
、
市
民

活
動
の
教
材
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、
僧
侶
向
け
の
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。
今
後
、
他
県
の
皆
さ
ま
も
活
用
い
た

だ
け
る
よ
う
な
教
材
に
仕
上
げ
ら
れ
た
ら
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

ワークショップでは、地域における寺院の役割を議論した

伊奈町松福寺様にて無事円成した
第31回埼玉緑蔭禅の集い
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東
京
都

30

豪
徳
寺
様

60

陽
寿
院
様

110

松
林
寺
様

113

長
泉
寺
様

132

龍
門
寺
様

160

喜
運
寺
様

166

慈
照
院
様

173

江
岸
寺
様

177

清
巌
寺
様

200

祝
言
寺
様

202

松
源
寺
様

232

薬
師
寺
様

235

金
光
寺
様

239

宗
保
院
様

267

永
昌
院
様

337

天
澤
院
様

406

全
昌
院
様

神
奈
川
県中

野
東
禅
様

神
奈
川
県
第
一

245

極
楽
寺
様

285

泉
秋
寺
様

312

保
福
寺
様

314

盛
翁
寺
様

339

星
山
寺
様

神
奈
川
県
第
二

2

西
有
寺
様

4

宗
興
寺
様

14

傳
心
寺
様

36

円
福
寺
様

45

真
福
寺
様

78

永
明
寺
様

87

黙
仙
寺
様

平
成
19
年
6
月
～

�

平
成
19
年
8
月

賛
助
会
員
御
芳
名

92

良
長
院
様

93

曹
源
寺
様

96

本
瑞
寺
様

111

福
泉
寺
様

119

泉
秋
寺
様

131

乗
福
寺
様

137

龍
昌
院
様

埼
玉
県
第
一

59

長
龍
寺
様

75

長
松
寺
様

97

福
厳
寺
様

106

光
厳
寺
様

123

正
明
寺
様

166

全
龍
寺
様

181

長
光
寺
様

394

香
林
寺
様

埼
玉
県
第
二

212

大
仙
寺
様

213

泉
福
寺
様

228

法
心
寺
様

247

天
岑
寺
様

254

見
光
寺
様

271

龍
泉
寺
様

302

長
栄
寺
様

499

向
陽
寺
様

群
馬
県

20

竹
芳
寺
様

56

玉
泉
院
様

68

慈
願
寺
様

83

常
仙
寺
様

90

萬
松
寺
様

97

元
景
寺
様

107

瑞
雲
寺
様

115

無
量
院
様

160

大
圓
寺
様

194

善
宗
寺
様

217

正
泉
寺
様

223

龍
泉
院
様

231

泉
福
寺
様

244

春
昌
寺
様

276

陽
雲
寺
様

279

生
寿
寺
様

283

神
守
寺
様

292

光
厳
寺
様

309

永
福
寺
様

355

教
徳
寺
様

栃
木
県

1

成
高
寺
様

2

桂
林
寺
様

43

東
光
寺
様

46

龍
昌
寺
様

47

繁
桂
寺
様

53

大
中
寺
様

57

満
福
寺
様

66

芳
全
寺
様

81

昌
泉
寺
様

86

妙
蕙
寺
様

114

高
林
寺
様

119

宗
源
寺
様

178

万
福
寺
様

茨
城
県

6

蒼
泉
寺
様

49

東
漸
寺
様

116

祥
雲
寺
様

197

長
龍
寺
様

千
葉
県

1

總
寧
寺
様

3

宝
成
寺
様

7

満
蔵
寺
様

8

重
俊
院
様

9

東
昌
寺
様

22

廣
壽
寺
様

24

仁
守
寺
様

28

長
福
寺
様

29

慶
林
寺
様

45

大
洞
院
様

59

宗
徳
寺
様

68

超
林
寺
様

95

寶
應
寺
様

104

松
林
寺
様

109

長
泉
寺
様

142

竜
源
寺
様

194

中
滝
寺
様

195

長
慶
寺
様

226

祥
雲
寺
様

296

東
善
寺
様

357

永
福
寺
様

河
村
康
仁
様

山
梨
県

94

文
殊
院
様

115

海
潮
院
様

288

法
雲
寺
様

332

松
岩
院
様

392

慈
照
寺
様

557

萬
休
院
様

静
岡
県
第
一

4

大
林
寺
様

6

瑞
龍
寺
様

9

然
正
院
様

68

大
仙
寺
様

72

法
明
寺
様

77

龍
泉
院
様

95

久
應
院
様

175

霊
山
寺
様

208

延
命
寺
様

216

泉
龍
寺
様

391

十
輪
寺
様

459

洞
雲
寺
様

静
岡
県
第
二

228

耕
月
寺
様

230

宗
徳
院
様

291

明
徳
寺
様

329

永
昌
寺
様

332

龍
雲
寺
様

静
岡
県
第
三

582

円
成
寺
様

585

成
因
寺
様

608

養
勝
寺
様

676

孤
雲
寺
様

678

宗
心
寺
様

699

極
楽
寺
様

850

正
福
寺
様

868

龍
巣
院
様

920

蓮
覚
寺
様

静
岡
県
第
四

1025

龍
谷
寺
様

愛
知
県
第
一

12

宝
泉
院
様

18

大
運
寺
様

25

禅
芳
寺
様

34

伝
昌
寺
様

75

松
音
寺
様

91

法
持
寺
様

96

全
隆
寺
様

106

慧
光
院
様

108

香
積
院
様

111

龍
興
寺
様

112

太
平
寺
様

125

清
閑
寺
様

131

天
年
寺
様

152

龍
谷
寺
様

166

東
陽
寺
様

172

前
熊
寺
様

208

日
光
寺
様

287

向
陽
寺
様

297

清
涼
寺
様

306

成
福
寺
様

313

長
松
寺
様

331

福
泉
寺
様

371

建
宗
寺
様

606

向
陽
寺
様

609

金
剛
寺
様

628

霊
岩
寺
様

635

永
澤
寺
様

656

増
光
寺
様

1092

地
蔵
寺
様

愛
知
県
第
二

684

花
井
寺
様

823

龍
源
院
様

827

西
福
寺
様

972

桂
昌
院
様

997

真
増
寺
様

愛
知
県
第
三

385

東
昌
寺
様

428

寳
珠
院
様

431

報
恩
寺
様

438

吉
祥
寺
様

岐
阜
県

36

薬
王
寺
様

38

最
勝
寺
様

68

東
禅
寺
様

115

開
元
院
様

150

黄
梅
院
様

162

清
楽
寺
様

168

林
昌
寺
様

188

洞
泉
寺
様

200

法
幢
寺
様

202

月
桂
院
様

217

本
覚
寺
様

219

勝
林
寺
様

三
重
県
第
一

4

東
陽
寺
様

36

法
安
寺
様

37

四
天
王
寺
様

39

庭
岩
寺
様

48

種
徳
軒
様

70

普
門
寺
様

77

新
堂
寺
様

181

観
音
寺
様

204

高
泉
庵
様

225

玉
泉
院
様

273

禅
龍
寺
様

285

玉
泉
寺
様

364

観
音
寺
様

三
重
県
第
二

389

海
岸
寺
様

392

大
義
院
様

滋
賀
県

24

海
蔵
寺
様

113

徳
円
寺
様

160

長
谷
院
様

164

正
伝
寺
様

京
都
府

67

苗
秀
寺
様

73

春
現
寺
様

80

西
光
寺
様

355

龍
献
寺
様

367

福
昌
寺
様

389

万
福
寺
様

大
阪
府

9

洞
岩
寺
様

26

天
徳
寺
様

31

正
泉
寺
様

39

霊
松
寺
様

68

陽
松
庵
様

94

黄
梅
寺
様

98

吉
祥
院
様

奈
良
県

25

宝
泉
寺
様

27

悟
真
寺
様

兵
庫
県

竹
内
良
太
様

兵
庫
県
第
一

6

海
蔵
寺
様

55

長
命
寺
様

325

清
久
寺
様

326

真
福
寺
様

兵
庫
県
第
二

135

弘
誓
寺
様

145

長
源
寺
様

204

霊
山
寺
様

岡
山
県

14

三
光
寺
様

28

洞
松
寺
様

86

源
樹
寺
様

102

万
福
寺
様

125

大
椿
寺
様

127

慈
眼
寺
様

131

済
渡
寺
様

171

極
楽
寺
様

広
島
県

3

養
徳
院
様

17

存
光
寺
様

23

阿
弥
陀
寺
様

26

正
福
寺
様

40

東
方
寺
様

46

雙
照
院
様

63

長
福
寺
様

79

西
林
寺
様

95

泉
龍
寺
様

139

玉
泉
寺
様

177

功
徳
寺
様

檀
上
一
祥
様

山
口
県

1

禅
昌
寺
様

25

弘
済
寺
様

86

興
元
寺
様

89

福
田
寺
様

136

大
応
寺
様

138

善
福
寺
様

145

久
屋
寺
様

174

南
湘
院
様

212

功
山
寺
様

236

飯
倉
寺
様

243

覚
天
寺
様
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313

立
昌
寺
様

321

鏡
得
寺
様

322

大
円
寺
様

323

恩
徳
寺
様

338

円
通
寺
様

339

円
満
寺
様

北
海
道
第
一

5

大
泉
寺
様

18

高
聖
寺
様

39

正
覚
院
様

61

龍
巌
寺
様

85

中
央
寺
様

95

龍
興
寺
様

96

観
音
寺
様

257

高
台
寺
様

327

大
宥
寺
様

367

観
音
寺
様

468

養
福
寺
様

北
海
道
第
二

109

北
漸
寺
様

113

万
松
院
様

117

中
央
院
様

187

放
光
寺
様

252

清
水
寺
様

379

法
音
寺
様

451

永
泰
寺
様

北
海
道
第
三

151

大
澤
寺
様

225

明
光
寺
様

331

潮
音
寺
様

623

歓
喜
寺
様

626

見
政
寺
様

629

善
光
寺
様

630

宝
泉
寺
様

659

持
地
院
様

671

海
禅
寺
様

718

長
渕
寺
様

728

泉
宝
寺
様

735

冷
泉
寺
様

738

善
応
寺
様

秋
田
県

47

東
傳
寺
様

52

陽
廣
寺
様

78

大
蔵
寺
様

106

長
禅
寺
様

128

耕
伝
寺
様

135

永
岩
寺
様

136

長
谷
寺
様

153

龍
泉
寺
様

169

安
楽
寺
様

174

満
福
寺
様

181

黄
龍
寺
様

193

祗
薗
寺
様

202

重
福
寺
様

206

松
雲
寺
様

212

霊
仙
寺
様

260

松
庵
寺
様

266

松
源
院
様

279

宝
昌
寺
様

307

信
正
寺
様

311

全
応
寺
様

171

光
西
寺
様

197

常
川
寺
様

201

東
川
院
様

216

善
龍
寺
様

227

安
養
寺
様

242

大
慈
寺
様

244

江
岸
寺
様

247

正
福
寺
様

252

柳
玄
寺
様

260

西
来
院
様

270

海
蔵
寺
様

278

宝
鏡
院
様

285

好
心
寺
様

288

長
福
寺
様

青
森
県

17

普
門
院
様

25

川
竜
院
様

78

海
安
寺
様

91

寳
福
寺
様

98

東
光
寺
様

110

長
昌
寺
様

185

観
音
寺
様

山
形
県
第
一

5

光
禅
寺
様

24

養
千
寺
様

32

安
養
寺
様

36

久
昌
寺
様

76

正
法
寺
様

93

性
源
寺
様

163

向
陽
寺
様

182

養
源
寺
様

201

東
照
寺
様

214

長
泉
寺
様

山
形
県
第
二

267

慈
眼
院
様

329

高
国
寺
様

346

長
福
寺
様

山
形
県
第
三

449

宝
積
寺
様

468

宗
伝
寺
様

510

西
光
寺
様

553

泉
流
院
様

565

田
種
院
様

352

大
同
寺
様

370

秀
長
寺
様

377

宝
積
寺
様

446

天
宗
寺
様

宮
城
県

16

林
香
院
様

22

光
寿
院
様

24

妙
心
院
様

31

全
玖
院
様

60

柳
澤
寺
様

88

耕
田
寺
様

94

秀
麓
齋
様

112

法
雲
寺
様

114

東
禅
寺
様

115

円
竜
寺
様

123

惠
林
寺
様

129

自
徳
寺
様

192

大
祥
寺
様

198

積
雲
寺
様

205

竜
川
寺
様

237

円
通
院
様

252

福
厳
寺
様

295

松
巌
寺
様

296

龍
洞
院
様

322

長
谷
寺
様

371

頼
光
寺
様

405

峯
仙
寺
様

418

光
明
寺
様

427

双
林
寺
様

432

耕
田
寺
様

岩
手
県

13

長
善
寺
様

17

清
水
寺
様

25

宝
積
寺
様

44

江
岸
寺
様

52

福
蔵
寺
様

54

龍
岩
寺
様

75

宗
青
寺
様

122

石
洞
寺
様

124

西
光
寺
様

133

大
林
寺
様

153

珠
光
寺
様

170

長
慶
寺
様

178

清
流
寺
様

186

龍
澤
寺
様

196

香
伝
寺
様

217

諸
善
寺
様

236

東
岸
寺
様

265

東
林
寺
様

303

大
儀
寺
様

733

光
明
寺
様

794

延
命
寺
様

福
島
県

14

円
通
寺
様

25

安
洞
院
様

63

昌
源
寺
様

101

成
林
寺
様

106

興
隆
寺
様

111

普
光
寺
様

121

長
泉
寺
様

123

金
剛
院
様

125

勝
音
寺
様

131

天
性
寺
様

133

永
禄
寺
様

139

徳
成
寺
様

143

西
光
寺
様

154

雲
月
寺
様

162

昌
建
寺
様

173

長
慶
寺
様

174

龍
穏
院
様

175

天
沢
寺
様

226

常
隆
寺
様

227

龍
台
寺
様

246

長
徳
寺
様

254

同
慶
寺
様

258

龍
昌
寺
様

274

龍
門
寺
様

275

性
源
寺
様

278

浄
円
寺
様

294

東
光
寺
様

304

梵
音
寺
様

318

安
穏
寺
様

320

蔵
円
寺
様

324

松
泉
寺
様

338

西
光
寺
様

340

慶
徳
寺
様

265

蕃
松
院
様

279

大
徳
寺
様

364

龍
昌
院
様

長
野
県
第
二

379

瑞
雲
寺
様

386

西
福
寺
様

389

宗
福
寺
様

421

青
原
寺
様

536

宗
源
寺
様

541

観
音
寺
様

福
井
県

9

永
昌
寺
様

27

龍
澤
寺
様

145

瑞
林
寺
様

165

長
泉
寺
様

242

清
福
寺
様

石
川
県

1

天
徳
院
様

富
山
県

83

永
久
寺
様

146

明
禅
寺
様

新
潟
県
第
一

343

慈
眼
寺
様

364

永
明
寺
様

380

妙
雲
寺
様

397

善
昌
寺
様

412

甑
洞
庵
様

439

林
興
庵
様

475

天
昌
寺
様

496

長
楽
寺
様

503

龍
源
寺
様

新
潟
県
第
二

700

剛
安
寺
様

新
潟
県
第
三

514

長
命
寺
様

519

少
林
寺
様

553

安
住
寺
様

619

寶
壽
院
様

新
潟
県
第
四

33

洞
泉
寺
様

53

英
林
寺
様

112

常
安
寺
様

117

釈
尊
寺
様

159

宝
珠
寺
様

福
岡
県

15

龍
国
寺
様

21

永
見
寺
様

77

太
養
院
様

102

能
満
寺
様

103

天
聖
寺
様

107

天
徳
寺
様

158

報
恩
寺
様

163

金
泉
寺
様

大
分
県

24

海
門
寺
様

58

泉
福
寺
様

100

勝
光
寺
様

長
崎
県
第
一

1

皓
台
寺
様

8

円
福
寺
様

55

瑞
雲
寺
様

78

宝
泉
寺
様

88

慈
光
院
様

長
崎
県
第
三

101

南
明
寺
様

佐
賀
県

18

久
善
院
様

27

長
泉
寺
様

117

本
光
寺
様

151

幸
福
寺
様

231

福
田
寺
様

249

正
藏
寺
様

熊
本
県
第
一

60

含
蔵
寺
様

熊
本
県
第
二

88

明
徳
寺
様

宮
崎
県

24

全
長
寺
様

35

法
泉
寺
様

55

多
宝
寺
様

長
野
県
第
一

65

柳
原
寺
様

119

龍
洞
院
様

121

浄
光
庵
様

224

玄
照
寺
様

227

岩
松
院
様

鳥
取
県

18

龍
岩
寺
様

22

隣
海
院
様

28

森
福
寺
様

30

長
通
寺
様

48

譲
伝
寺
様

55

中
興
寺
様

127

住
雲
寺
様

133

妙
元
寺
様

146

妙
楽
寺
様

154

瑞
仙
寺
様

156

福
厳
院
様

159

大
祥
寺
様

163

雲
光
寺
様

166

大
慈
寺
様

176

延
暦
寺
様

島
根
県
第
一

330

正
法
寺
様

332

興
源
寺
様

島
根
県
第
二

5

地
福
寺
様

59

清
光
院
様

63

龍
覚
寺
様

65

宗
泉
寺
様

78

全
隆
寺
様

105

東
白
寺
様

119

常
光
寺
様

140

法
蔵
寺
様

172

総
覚
寺
様

184

宗
圓
寺
様

190

浄
土
寺
様

高
知
県

8

永
禅
寺
様

愛
媛
県

1

高
昌
寺
様

7

法
華
寺
様

36

香
林
寺
様

79

成
福
寺
様

111

大
通
寺
様

113

西
禅
寺
様

135

秀
禅
寺
様

141

瑞
応
寺
様

155

禅
興
寺
様
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縁
起
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ラ
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ナ
長
老

「
禅
」知
識

ま
ん
だ
ら
２

　

縁
起
の
法
は
、
釈
尊
の
最
も
重
要
な
教
え

の
一
つ
で
あ
り
、
た
い
へ
ん
深
遠
で
も
あ
り

ま
す
。

　

縁
起
に
対
す
る
実
際
の
洞
察
は
、
心
の
成

熟
に
伴
っ
て
生
じ
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
で

も
、
そ
の
込
み
入
っ
た
理
論
を
理
解
す
る
こ

と
は
、
一
般
の
人
に
も
で
き
ま
す
。
縁
起
の

基
本
は
、
生
命
あ
る
い
は
世
界
が
諸
関
係
に

基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、
そ
の
関
係
の
中
で
、
諸
要
素
は
、
そ

れ
を
条
件
づ
け
る
他
の
要
素
に
依
存
し
て
生

じ
滅
し
ま
す
。
こ
の
原
理
は
、
四
行
の
短
い

定
式
の
形
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

「
こ
れ
が
あ
る
と
き
、
彼
が
あ
る
。

　

こ
れ
が
生
じ
る
と
き
、
彼
が
生
じ
る
。

　

こ
れ
が
な
い
と
き
、
彼
は
な
い
。

　

こ
れ
が
滅
す
る
と
き
、
彼
は
滅
す
る
」

　

存
在
の
生
起
・
維
持
・
消
滅
は
、
こ
の
相

互
依
存
と
関
係
性
の
原
理
に
依
拠
し
て
い
ま

す
。
こ
の
原
理
が
、
縁
起
の
法
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
は
、
す
べ
て
の
現
象

は
関
連
し
て
お
り
、条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

補
助
的
な
条
件
な
し
に
独
立
し
て
生
じ
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
重
要
な
原
理
を
強
調
し
て

い
ま
す
。

１
．
縁
起
を
学
ぶ
目
的

　

人
間
の
生
は
、常
に
不
完
全
な
も
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
快
・
不
快
の
あ
る

迷
い
の
世
に
お
い
て
、
心
は
欲
に
満
ち
て
い

る
か
ら
で
す
。
人
間
は
、
不
安
で
あ
り
、
欲

を
満
た
そ
う
と
あ
が
き
ま
す
が
、
誰
も
満
足

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
が
け
ば
あ
が

く
ほ
ど
不
安
に
な
り
、
苦
し
み
が
、
い
つ
で

も
つ
き
ま
と
い
ま
す
。
調
和
や
満
足
は
、
ど

こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
人
び
と

の
心
は
、
無
知
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。
そ
れ
ゆ
え
、
常
に
不
完
全
な
の
で
す
。

　

も
し
、
心
の
中
に
潜
在
し
て
い
る
衝
動
や

欲
望
を
克
服
す
る
道
を
見
出
そ
う
と
す
る
な

ら
、
縁
起
を
学
ぶ
べ
き
で
す
。
釈
尊
の
超
越

的
な
智
慧
で
あ
る
こ
の
法
は
、
人
び
と
を
巨

大
な
苦
に
没
入
さ
せ
、
不
安
で
一
杯
に
す
る

不
善
法
を
撃
退
す
る
鍵
と
な
り
ま
す
。
そ
れ

に
よ
り
、
平
安
と
満
足
が
、
す
べ
て
の
人
の

心
に
現
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

縁
起
は
、
す
べ
て
の
仏
教
徒
が
学
ぶ
必
要

の
あ
る
真
実
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、

四
念
住
（
念
と
智
慧
を
、
身
体
、
感
覚
、
心
、

法
の
観
察
に
用
い
る
こ
と
）
の
実
修
に
よ
っ

て
、
心
の
状
態
を
理
解
す
る
た
め
の
方
法
だ

か
ら
で
す
。
こ
の
実
修
は
、
苦
と
苦
の
原
因

を
理
解
し
、
苦
を
止
息
さ
せ
る
方
法
を
知
る

た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。
智
慧
が
生
じ
る
ま
で

法
を
実
修
す
る
の
だ
と
い
え
ま
す
。
智
慧
が

現
れ
た
な
ら
、
無
知
は
消
去
さ
れ
ま
す
。

　

縁
起
は
、
修
行
者
が
智
慧
を
理
解
し
増
大

す
る
た
め
に
、細
分
化
さ
れ
分
析
さ
れ
ま
す
。

彼
ら
は
、
縁
起
の
各
段
階
を
、
存
在
の
サ
イ

ク
ル
の
中
に
お
い
て
、
順
番
に
観
察
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
無
知
の
消
滅

が
引
き
続
い
て
起
こ
り
ま
す
。
智
慧
は
、
存

在
の
サ
イ
ク
ル
を
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
に

伴
っ
て
生
じ
ま
す
。
真
実
の
姿
が
現
れ
、
生

老
病
死
に
関
す
る
疑
惑
が
解
消
さ
れ
ま
す
。

苦
の
本
質
が
理
解
さ
れ
る
の
に
伴
っ
て
、
生

老
病
死
の
苦
が
弱
ま
り
ま
す
。
こ
の
気
づ
き

は
、
人
を
輪
廻
か
ら
解
放
す
る
で
し
ょ
う
。

２
．
釈
尊
の
方
法

　

釈
尊
が
、
無
知
が
苦
の
根
本
原
因
で
あ
る

こ
と
を
発
見
し
た
と
き
、
連
続
的
な
心
の
状

態
の
流
れ
に
深
く
埋
蔵
さ
れ
た
潜
在
的
な
性

質
を
滅
ぼ
す
た
め
、
彼
は
、
超
越
的
な
智
慧

で
あ
る
四
聖
諦
の
方
法
を
用
い
ま
し
た
（
四

聖
諦
に
は
、
縁
起
の
観
察
も
含
ま
れ
る
と
考

え
て
よ
い
で
し
ょ
う
）。
続
い
て
、か
れ
は
、

三
界
（
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
）
に
お
け
る

我
の
無
常
性
と
無
我
を
悟
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
無
知
は
智
慧
に
よ
っ
て
撃
退

さ
れ
ま
す
。釈
尊
は
、四
聖
諦
の
方
法
に
よ
っ

て
、
業
の
形
成
力
を
完
全
に
消
滅
し
、
苦
の

生
起
の
罠
か
ら
自
ら
を
解
放
し
ま
し
た
。
出

現
す
る
超
越
的
な
智
慧
は
、
修
行
者
の
胸
に

輝
く
徳
の
光
に
比
せ
ら
れ
ま
す
。
ま
さ
し
く

今
日
に
至
る
ま
で
、
釈
尊
の
追
従
者
は
、
常

に
幸
福
で
平
安
で
あ
り
ま
し
た
。

３
．
十
二
支
縁
起

　

縁
起
の
生
起
は
、
次
の
通
り
で
す
。

　

無
明（
無
知
）に
よ
っ
て
行
が
生
じ
る
。

　

行（
形
成
力
）に
よ
っ
て
識
が
生
じ
る
。

　

識
に
よ
っ
て
名
色
が
生
じ
る
。

　

名
色
に
よ
っ
て
六
入
が
生
じ
る
。

　

六
入
（
六
感
覚
器
官
）
に
よ
っ
て
触
が
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長
老

一
九
六
八
年
生
ま
れ
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
チ
ッ

タ
ゴ
ン
出
身
。
十
二
才
で
出
家
。
チ
ッ
タ
ゴ
ン
大

学
英
文
学
科
、
マ
ハ
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
仏
教
大
学

（
タ
イ
）
に
学
ぶ
。
一
九
九
四
年
来
日
。
現
在
、

愛
知
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
。
文
学
博
士
。
世
界

仏
教
青
年
連
盟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
マ
ハ
マ
ン
ダ
ル

福
祉
協
会
（
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
）
副
会
長
。

主
著
に
「
上
座
仏
教
の
瞑
想
実
践
法
」（
英
文
）

が
あ
る
。

生
じ
る
。

　

触
（
接
触
）
に
よ
っ
て
受
が
生
じ
る
。

　

受
（
感
受
）
に
よ
っ
て
愛
が
生
じ
る
。

　

愛
に
よ
っ
て
取
が
生
じ
る
。

　

取
に
よ
っ
て
有
が
生
じ
る
。

　

有
に
よ
っ
て
生
が
生
じ
る
。

　

生
に
よ
っ
て
老
・
死
・
愁
・
悲
・
苦
・

憂
・
悩
が
生
じ
る
。

　

一
方
、
無
明
の
消
滅
に
よ
っ
て
行
が
消
滅

し
、
乃
至
、
老
・
死
・
愁
・
悲
・
苦
・
憂
・

悩
が
消
滅
し
ま
す
。

４
．
観
察
さ
れ
る
べ
き
縁
起
の
構
成
要
素

⑴	

無
明
と
は
、
四
聖
諦
を
知
ら
な
い
こ

と
で
す
。

⑵	

行
と
は
、意
志
に
基
づ
く
行
為
で
す
。

身
・
語
・
意
の
三
種
に
形
作
ら
れ
ま
す
。

⑶	

識
と
は
、
六
つ
の
感
覚
器
官
を
通
じ

て
、
感
覚
の
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
が

生
じ
る
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
視
覚

器
官
→
眼
識
、
聴
覚
器
官
→
耳
識
、
嗅

覚
器
官
→
鼻
識
、
味
覚
器
官
→
舌
識
、

触
覚
器
官
→
身
識
、
意
→
意
識
が
生
じ

ま
す
。

⑷	

名
色
の
う
ち
、
名
は
、
肉
体
の
中
に

あ
る
心
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
本
質

的
に
微
細
な
も
の
で
す
。

　
　

色
は
、可
視
的
な
肉
体
の
こ
と
で
す
。

そ
の
本
質
は
、
粗
大
で
あ
り
、
地
水
火

風
の
四
大
元
素
の
集
合
体
で
す
。

⑸	

六
つ
の
感
覚
の
対
象
で
あ
る
色
声
香

味
触
法
と
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
六
つ

の
感
覚
器
官
が
会
合
し
、
六
種
の
認
識

が
生
じ
ま
す
。

⑹	

触
と
は
、
感
覚
器
官
と
感
覚
対
象
と

結
果
と
し
て
生
じ
る
認
識
と
が
結
合
す

る
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
眼
識―

視

覚
器
官―

色
、耳
識―

聴
覚
器
官―

声
、

鼻
識―

嗅
覚
器
官―

香
、
舌
識―

味
覚

器
官―

味
、
身
識―

触
覚
器
官―

触
、

意
識―

心―

法
と
い
う
よ
う
に
接
触
し

ま
す
。

⑺	

受
は
、
感
覚
を
生
じ
た
対
象
を
経
験

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
そ

れ
は
、
快
・
不
快
・
無
関
心
の
い
ず
れ

か
で
す
。

⑻	

六
つ
の
感
覚
対
象
に
対
応
し
て
、
六

種
の
渇
愛
が
あ
り
ま
す
。

　

	

す
な
わ
ち
、
色
へ
の
渇
愛
、
声
へ
の

渇
愛
、
香
へ
の
渇
愛
、
味
へ
の
渇
愛
、

触
感
を
も
た
ら
す
も
の
へ
の
渇
愛
、
心

の
対
象
へ
の
渇
愛
で
す
。

⑼	
取
は
、
感
覚
対
象
と
五
蘊
に
執
着
す

る
こ
と
で
す
。

　

	

ま
た
、
官
能
へ
の
執
着
、
見
た
目
へ

の
執
着
、
規
則
や
儀
式
へ
の
執
着
、
我

へ
の
信
念
（
五
蘊
が
我
で
あ
る
と
い
う

信
念
）
へ
の
執
着
が
あ
り
ま
す
。

⑽	

有
と
は
、
衝
動
と
感
情
に
充
ち
溢
れ

た
、
探
し
求
め
る
心
で
す
。
そ
れ
は
、

渇
愛
に
支
配
さ
れ
た
通
常
の
人
間
が
持

つ
心
で
す
。
ま
た
、
以
前
の
肉
体
的
な

形
と
生
命
へ
の
執
着
の
結
果
と
し
て
、

存
在
へ
の
渇
愛
に
よ
っ
て
再
生
を
望
む

人
の
心
で
も
あ
り
ま
す
。

⑾	

生
と
は
、
再
生
の
こ
と
で
あ
り
、
精

神
的
肉
体
的
現
象
が
生
じ
る
こ
と
で

す
。
男
女
が
お
互
い
に
執
着
し
あ
い
、

交
わ
っ
た
結
果
、
五
蘊
と
感
覚
を
具
え

た
存
在
が
生
ま
れ
ま
す
。

⑿	

老
と
は
、
髪
が
白
く
な
っ
た
り
、
歯

が
抜
け
た
り
、
肌
に
皺
が
寄
り
、
感
覚

器
官
の
衰
え
た
り
な
ど
の
衰
退
を
意
味

し
ま
す
。こ
れ
ら
は
無
常
の
姿
で
あ
り
、

苦
に
満
ち
て
い
ま
す
。

　

	

死
は
、
移
ろ
い
、
崩
壊
で
あ
り
、
五

蘊
の
解
体
で
あ
り
、
感
覚
器
官
の
消
滅

で
す
。

　

す
べ
て
の
苦
の
源
は
無
明
で
あ
り
、
そ
れ

は
、植
物
に
喩
え
ら
れ
ま
す
。
植
物
は
、根
、

幹
、
葉
、
花
、
果
実
を
具
え
た
木
に
成
長
し

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
根
源
は
見
つ
か
り
ま

せ
ん
。
同
様
に
、
有
情
の
肉
体
的
精
神
的
な

要
素
は
、
無
明
に
よ
っ
て
生
じ
ま
す
が
、

さ
ら
に
そ
の
起
源
を
遡
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
縁
起
の
連
鎖
と
し
て
既
に
現

れ
て
い
る
の
で
す
。

５
．
結
論

　

上
記
の
説
明
に
よ
り
、
通
常
の
人
間
は
、

縁
起
の
連
鎖
を
一
時
的
に
止
め
る
こ
と
し
か

で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。な
ぜ
な
ら
、

五
蘊
に
つ
い
て
の
超
越
的
な
智
慧
を
持
た
な

い
か
ら
で
す
。
一
方
、
聖
者
は
、
超
越
的
な

智
慧
に
よ
り
、
連
鎖
を
永
遠
に
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
彼
は
、
決
し
て
再
生
し
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
、
真
の
消
滅
で
あ
り
、
燃
料

の
完
全
に
尽
き
て
し
ま
っ
た
火
が
消
え
る
の

に
似
て
い
ま
す
。
五
蘊
は
、
智
慧
の
出
現
に

よ
っ
て
真
に
理
解
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
智

慧
の
出
現
こ
そ
が
、
瞑
想
行
が
真
に
目
的
と

す
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
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さ
れ
、
一
菩
薩
で
は
な
く
、
仏
の
名
前
で
あ

り
仏
の
教
え
の
全
体
を
顕
す
と
さ
れ
た
。
江

戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
へ
と
社
会
が
変
化
す

る
状
況
に
、
強
く
観
音
信
仰
を
打
ち
出
す
こ

と
で
安
心
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

理
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
分
派
し
た
仏
教
の

教
義
を
融
合
し
、
寺
檀
関
係
を
脱
し
た
実
質

的
信
仰
を
確
立
し
、
伝
道
者
は
僧
侶
・
俗
人

の
形
を
問
わ
な
い
等
、
旧
来
の
仏
教
を
改
革

す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。

　

活
動
は
、
自
力
・
他
力
を
超
え
た
妙
力
に

よ
っ
て
社
会
で
の
救
済
を
具
体
化
す
る
こ
と

た
。
そ
の
際
、
宗
意
安
心
を
調
べ
る
と
の
理

由
で
喚
問
さ
れ
た
長
安
を
待
っ
て
い
た
取
り

調
べ
人
は
、
在
家
の
大
内
青
巒
居
士
で
あ
っ

た
。
長
安
は
、
そ
れ
を
心
外
に
感
じ
て
帰
山

し
、
同
年
六
月
に
は
救
世
教
開
教
の
宣
言
を

行
っ
て
僧
籍
か
ら
離
脱
し
、
宗
門
も
長
安
を

擯
斥
し
た
の
で
あ
っ
た
（
没
後
三
十
三
回
忌

に
特
赦
で
僧
籍
復
帰
）。

　

救
世
教
の
教
義
の
特
徴
だ
が
、
拠
り
所
と

な
る
経
典
は『
観
音
経
』に
定
め
た
。
本
尊
の

観
音
菩
薩
は
、
仏
像
や
仏
画
な
ど
へ
の
抽
象

的
な
信
仰
は
求
め
ず
に
直
接
参
じ
る
べ
き
と

と
し
、
孤
児
の
育
成
や
被
災
者
一
万
人
の
救

済
を
大
き
な
目
標
と
し
て
、
貧
し
き
者
を
救

い
、
福
利
厚
生
に
努
め
、
家
庭
説
教
の
実
施
、

病
院
・
刑
務
所
で
の
教
誨
活
動
な
ど
、仏
教
精

神
に
根
差
し
た
社
会
福
祉
事
業
が
行
わ
れ
た
。

　

運
動
資
金
は
、
文
才
豊
か
な
長
安
自
ら
が

書
籍
を
著
し
、講
演
を
行
っ
て
貯
蓄
し
つ
つ
、

自
身
は
一
汁
一
菜
に
甘
ん
じ
る
こ
と
で
、
明

治
十
年
に
は
当
時
の
金
額
で
一
万
円
を
積
み

立
て
て
基
金
と
な
し
た
。

　

教
線
拡
大
で
き
た
理
由
は
、
在
家
篤
志
者

の
支
援
に
加
え
、『
救
世
の
光
』
な
る
教
団

誌
を
定
期
刊
行
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
活

動
開
始
か
ら
六
年
も
経
つ
と
、
東
京
本
郷
に

本
部
の
救
世
会
館
を
設
立
し
た
が
、
長
安
が

明
治
四
十
一
年
六
月
十
五
日
に
世
寿
六
十
六

歳
で
遷
化
す
る
と
、
救
世
教
の
活
動
も
徐
々

に
終
息
へ
向
か
っ
た
。

　

長
安
の
生
涯
や
思
想
は
、
堀
野
賢
龍
氏
編

集
『
大
道
長
安
仁
者
全
集
稿
本
』（
救
世
教

本
部
）
が
詳
し
い
。
ま
た
、
大
本
山
總
持
寺

貫
首
・
大
道
晃
仙
禅
師
は
『
大
道
長
安
の
研

究
』（
便
利
堂
）
を
上
梓
さ
れ
て
、
長
安
の

顕
彰
に
努
め
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
収
録

さ
れ
る
頂
相
を
拝
見
す
る
と
優
し
そ
う
な
目

元
が
目
を
引
く
。
仏
教
界
の
改
革
を
声
高
に

説
い
た
長
安
で
あ
っ
た
が
、
ご
自
身
は
慈
悲

溢
れ
た
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

大
道
長
安
（
一
八
四
三
～
一
九
〇
八
）
と

は
、「
越
後
の
今
釈
迦
」
と
し
て
尊
崇
さ
れ

た
傑
僧
で
あ
る
。
混
迷
し
た
明
治
期
に
、
独

自
の
観
音
信
仰
を
打
ち
立
て
た「
救
世
教（
ぐ

ぜ
い
き
ょ
う
）」
を
開
い
て
世
に
広
め
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
。

　

長
安
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
四

月
一
日
に
現
在
の
新
潟
県
新
発
田
市
で
生
ま

れ
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
七
月
に
同

県
長
岡
の
長
興
寺
で
泰
道
泉
明
に
就
い
て
得

度
し
、
名
は
禅
透
と
な
っ
た
。
後
に
、
泰
道

の
法
嗣
で
あ
る
柏
庭
大
樹
に
師
事
し
て
、
大

い
に
研
鑽
を
積
ん
で
嗣
法
す
る
。
そ
の
修
行

中
、
大
樹
が
手
に
油
を
注
い
で
灯
火
と
し
、

三
十
三
幅
の
観
音
像
を
書
き
上
げ
た
。
大
樹

は
、
禅
透
に
立
派
な
僧
侶
に
な
っ
て
欲
し
い

こ
と
と
、
衆
生
の
冥
福
を
祈
る
た
め
に
書
い

て
い
る
、と
告
げ
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、

後
の
観
音
信
仰
を
生
ん
だ
と
も
さ
れ
る
。
大

道
長
安
と
い
う
名
は
、
大
樹
が
最
後
に
住
し

た
岡
山
県
津
山
市
の
大
道
山
長
安
寺
か
ら

採
っ
た
。

　

長
安
が
救
世
教
開
宗
を
発
願
し
た
の
は
、

明
治
八
年
に
長
安
寺
を
退
董
し
、
新
潟
に
帰

る
と
き
だ
っ
た
。
新
潟
に
帰
る
や
師
翁
の
泰

道
が
住
し
た
長
興
寺
に
晋
山
す
る
が
、
弁
舌

が
巧
み
な
長
安
が
行
っ
た
毎
月
八
回
の
説
法

会
は
、
常
に
本
堂
を
聴
衆
で
満
員
に
し
た
。

さ
ら
に
高
い
布
教
能
力
を
請
わ
れ
、
明
治

十
九
年
ま
で
に
授
戒
会
の
戒
師
を
四
十
八
会

務
め
、
戒
弟
は
一
万
千
三
百
八
十
六
名
を
数

え
た
と
い
う
。

　

明
治
十
九
年
一
月
、
今
後
は
救
世
教
を
自

分
の
活
動
の
中
心
と
す
る
誓
願
を
立
て
た

が
、
活
動
の
拡
大
に
よ
り
宗
務
局
と
対
立
し

文
：
菅
原　

研
洲（
す
が
わ
ら 

け
ん
し
ゅ
う
）

一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
、
宮
城
県
生
ま
れ
。

駒
澤
大
学
大
学
院
仏
教
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
満

期
退
学
。
現
在
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
宗

学
研
究
部
門
研
究
員
、
全
曹
青
法
式
委
員
長
を
務

め
る
。
宮
城
県
城
国
寺
副
住
職
。

画
：
山
田　

剛
弥
（
や
ま
だ 

た
か
ひ
ろ
）

大
だ い

 道
ど う

 長
ち ょ う

 安
あ ん
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典
座
寮
お
役
立
ち
ナ
ビ
②

―
献
立
作
成
と
調
理

―

　

前
回
よ
り
引
き
続
き
、授
戒
会（
大
法
要
）

に
お
け
る
典
座
寮（
調
理
場
）の
体
験
談
を
、

私
な
り
に
綴
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

今
回
は
「
献
立
の
作
成
と
調
理
」
で
す
。

実
際
に
献
立
を
作
成
し
て
か
ら
、
各
自
分
担

し
て
調
理
に
取
り
掛
か
る
わ
け
で
す
が
、
繰

り
返
す
よ
う
に
安
心
・
安
全
な
食
事
を
差
し

四
つ
に
仕
切
り
が
あ
る
も
の
と
す
れ

ば
、
残
り
の
ス
ペ
ー
ス
三
ヶ
所
に
別
菜

（
お
か
ず
）
を
盛
り
つ
け
、
煮
物
、
和

え
物
、
炒
め
物
、
時
に
は
揚
げ
物
と
バ

ラ
ン
ス
よ
く
献
立
を
立
て
ま
し
ょ
う
。

②
白
い
ご
飯
と
色
ご
飯

小
食
（
朝
ご
は
ん
）
は
白
い
ご
飯
で
良

い
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
他
中
食
（
昼
ご

は
ん
）・
薬
石
（
晩
ご
は
ん
）
に
は
、

炊
き
込
み
の
五
目
ご
飯
・
わ
か
め
ご
飯
・

き
の
こ
ご
飯
な
ど
、
飽
き
の
な
い
よ
う

交
互
に
出
す
と
飽
き
る
こ
と
は
な
い
で

し
ょ
う
。

白
い
ご
飯
時
に
は
味
噌
仕
立
て
を
、
色

ご
飯
時
に
は
澄
ま
し
汁
と
し
て
分
け
る

と
良
い
で
し
ょ
う
。

③
漬
物
或
は
梅
干
を
毎
食
つ
け
る
と
便
利

食
後
に
、
お
碗
へ
お
茶
を
注
ぎ
、
漬
物

や
梅
干
で
お
椀
等
を
す
す
ぎ
、
食
事
も

禅
寺
の
僧
堂
飯
台
に
準
じ
た
も
の
と
捉

え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

④
炊
飯
の
失
敗
例
と
し
て

大
き
目
の
炊
飯
器
は
、
火
力
も
強
く
短

時
間
で
早
く
炊
き
上
が
り
た
い
へ
ん
便

利
で
す
が
四
升
釜
や
五
升
釜
に
も
な
る

と
、
大
き
い
の
で
足
元
に
直
接
置
く
こ

と
に
な
り
、
つ
い
慌
て
て
そ
の
付
近
を

通
過
し
た
人
が
釜
と
接
触
し
、
ご
飯
が

半
分
し
か
炊
き
上
が
ら
な
い
苦
い
経
験

が
あ
り
ま
す
。
最
新
の
ガ
ス
釜
は
、
安

全
装
置
が
働
き
自
動
的
に
僅
か
な
振
動

で
も
電
源
が
切
れ
て
し
ま
う
の
が
原
因

と
見
ら
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
調
理
す
る

側
は
こ
の
点
を
充
分
に
気
を
つ
け
て
く

だ
さ
い
。

⑤
調
理
場
は
室
内
ば
か
り
と
は
限
り
ま
せ
ん

調
理
場
は
、
室
内
と
限
ら
ず
、
時
に
は

外
に
仮
設
の
テ
ン
ト
を
張
り
、
調
理
台

を
設
営
す
る
時
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ガ

ス
コ
ン
ロ
や
流
し
台
、
ま
な
板
の
場
所

な
ど
は
、
調
理
後
に
毎
日
掃
除
、
整
理

整
頓
を
な
し
て
次
の
作
業
に
取
り
掛
か

り
や
す
い
よ
う
に
し
て
お
く
べ
き
で
す
。

　

突
然
、
予
期
せ
ぬ
こ
と
も
お
こ
り
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
冷
や
汗
を
か
い
て
皆
が
成
長
し

て
い
き
ま
す
。

　

く
れ
ぐ
れ
も
怪
我
、
や
け
ど
の
な
い
よ
う

に
注
意
し
、
寮
員
は
チ
ー
ム
で
す
の
で
、
ミ

ス
を
皆
で
カ
バ
ー
し
あ
う
事
が
成
功
・
円
成

と
な
る
の
で
す
。

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
。第
十
七
期
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
青

少
年
教
化
委
員
会
副
委
員
長
。

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
/

出
す
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

御
開
山
道
元
禅
師
様
も
『
典
座
教
訓
』
に

て
仰
っ
て
い
る
通
り
、
典
座
は
旨
い
料
理
を

作
る
“
料
理
人
”
と
な
っ
て
は
い
け
な
い
の

で
す
。
ま
た
、『
赴
粥
飯
法
』
に
記
さ
れ
る

よ
う
「
三さ

ん

て

る

み

徳
六
味
」
の
三
徳
と
し
て
、
軽
軟

（
軽
や
か
な
味
つ
け
で
）、
如
法
作
（
手
間
を

惜
し
ま
ず
）、
浄
潔
（
清
潔
で
行
う
）
を
心

が
け
て
行
う
こ
と
が
肝
心
で
す
。

　

お
お
よ
そ
お
弁
当
箱
に
食
材
が
盛
り
込
ま

れ
て
差
し
出
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
考
え
、

ご
飯
と
別
菜
（
お
か
ず
）
が
三
品
～
五
品
添

え
て
一
人
分
と
な
る
く
ら
い
が
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
一
食
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

献
立
と
細
か
な
心
配
り
と
し
て

①
ご
飯
の
計
算
は
一
合
を
三
人
分
と
し
て

計
算
し
、
合
計
人
数
か
ら
算
出

弁
当
箱
に
入
る
ご
飯
の
ス
ペ
ー
ス
は
、

さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
の
で
、
こ
の
量
で

足
り
る
。
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私
は
「
寺
族
歴
」
十
六
年
の
大
学
教

員
で
あ
る
。
住
職
と
大
学
教
員
を
兼
業

す
る
男
性
僧
侶
は
、
宗
門
で
は
さ
ほ
ど

珍
し
く
も
な
い
。
し
か
し
私
の
場
合
は

な
ぜ
か
、｢

お
寺
を
留
守
に
す
る
の
は

大
変
で
し
ょ
う
？｣

と
か
、「
ご
住
職

は
理
解
が
あ
る
ん
で
す
ね
」、
な
ど
の

声
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。

　

私
は
大
学
で
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
簡

単
に
い
う
と
社
会
・
文
化
的
に
作
り
上

げ
ら
れ
た
性
別
役
割
）
と
、
宗
教
の
関

係
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
が
あ
る
。
現

代
の
仏
教
教
団
に
お
け
る
寺
族
女
性
の

役
割
は
、
住
職
と
と
も
に
教
化
活
動
に

携
わ
る
の
で
は
な
く
、
寺
の
跡
継
ぎ
を

育
て
、
住
職
の
日
常
の
世
話
を
し
て
、

裏
方
と
し
て
寺
を
「
守
る
」
こ
と
に

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
残

念
な
が
ら
、
女
性
と
し
て

の
寺
族
に
期
待
さ
れ
る
性

別
役
割
は
、
住
職
の
対
等

な
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
は
か

け
離
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
関
係
に
男
性
僧

侶
の
多
く
は
疑
問
を
持
た

な
い
た
め
か
、
女
性
た
ち

の
心
の
声
が
表
舞
台
で
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
状
況
が
目
覚
し
く
変

り
つ
つ
あ
る
。前
回
の
広
島
県
の
寺
族
、

友
貞
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
昨
年
末
に

宗
務
庁
で
開
か
れ
た
、
宗
門
の
現
況
に

対
す
る
寺
族
の
意
見
を
聞
く
会
の
様
子

を
的
確
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
会
の
報

告
は
『
宗
報
』
に
も
連
載
さ
れ
て
い
た

の
で
、
ご
存
じ
の
読
者
も
多
い
は
ず
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
般
の
寺
族
た
ち

に
よ
る
宗
門
へ
の
怒
り
と
憂
慮
と
苛
立

ち
の
声
が
聞
か
れ
、
寺
院
の
女
性
た
ち

が
、
男
性
僧
侶
と
寺
族
の
関
係
に
批
判

的
な
眼
差
し
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
実

感
で
き
た
。
友
貞
さ
ん
も
取
り
上
げ
て

い
た
が
、｢

も
っ
と
人
間
的
で
優
し
い

僧
侶
を
育
成
す
る
べ
き｣

と
い
う
主
張

は
特
に
納
得
で
き
た
。
実
際
、
自
分
の

も
っ
と
も
身
近
に
い
る
女
性
を
対
等
な

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
尊
敬
で
き
な
い
ま

ま
、
僧
侶
と
し
て
世
間
の
尊
敬
を
集
め

る
こ
と
に
熱
心
な
男
性
僧
侶
が
、
若
い

年
齢
層
に
も
目
に
付
く
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
を
見
て
い
る
と
、
師
匠
で
あ
る
親

の
代
か
ら
続
く
、
寺
の
中
で
の
住
職
と

寺
族
の
主
従
関
係
に
疑
問
を
も
た
ず
、

ま
し
て
や
な
ぜ
「
出
家
」
を
建
前
と
し

て
い
る
の
に
結
婚
し
て
い
る
の
か
、
な

ど
と
自
分
に
問
い
か
け
た
こ
と
も
な
い

の
で
は
、
と
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

大
学
の
授
業
で
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
目

指
す
一
般
家
庭
の
男
子
学
生
の
レ
ポ
ー

ト
を
読
ん
で
い
る
と
、
嬉
し
い
発
見
が

あ
る
。
あ
る
学
生
が
、
自
分
の
彼
女
が

大
学
院
で
薬
学
を
学
び
た
い
と
言
っ
た

と
き
に
、「
女
の
子
な
ん
だ
か
ら
そ
ん

な
に
勉
強
し
な
く
て
い
い
よ
」
と
言
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
反
省
す
る
レ
ポ
ー

ト
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問

題
を
勉
強
し
て
い
く
う
ち
に
、
も
し
も

立
場
が
逆
転
し
て
自
分
が
女
性
と
し
て

彼
氏
か
ら
そ
う
言
わ
れ
た
ら
ど
ん
な
に

悔
し
い
か
想
像
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

自
分
の
発
言
を
最
低
だ
と
恥
じ
た
と
い

う
。
レ
ポ
ー
ト
の
最
後
は
、
彼
女
の

夢
を
心
か
ら
応
援
で
き
る
男
に
な
り
た

い
、
と
結
ん
で
あ
っ
た
。
宗
門
の
男
性

僧
侶
に
も
こ
の
よ
う
な
想
像
力
を
期
待

し
た
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
女
性
僧
侶
も
ふ
く
め
た
さ
ま

ざ
ま
な
宗
派
の
女
性
た
ち
が
、
仏
教
教

団
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
求
め
て
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
活
動
を
し
て
い
る
。
こ
の
運

動
に
つ
い
て
は
、『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
イ
コ
ー

ル
な
仏
教
を
め
ざ
し
て　

続
・
女
た
ち

の
如
是
我
聞
』
女
性
と
仏
教―

東
海
・

関
東
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
編
著
（
朱
鷺
書
房

　

二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「寺族問題」への扉
愛知県　川 橋   範 子
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＊そうせいサロン

　

十
七
期
が
発
足
し
て
五
ヶ
月
が
経
過
し
ま
し
た
。
お

陰
様
で
、
ス
タ
ッ
フ
一
同
そ
れ
ぞ
れ
に
非
常
に
良
く
ま

と
ま
っ
た
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て

い
ま
す
。

　

一
方
、
あ
ま
り
う
れ
し
く
な
い
出
来
事
も
頻
発
し
て

お
り
ま
す
。
台
風
地
震
大
雨
と
い
っ
た
自
然
災
害
、
未

成
年
に
よ
る
痛
む
べ
き
犯
罪
な
ど
で
す
。
そ
れ
ら
の
事

象
に
於
い
て
私
達
を
含
め
た
宗
侶
が
果
た
し
て
い
く
、

“
宗
侶
だ
か
ら
こ
そ
成
せ
る
こ
と
”が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
地
震
災
害
に
於
い
て
被
災
さ
れ
た
方
が
た

へ
の
行
茶
活
動
の
実
施
は
能
登
以
降
私
達
の
活
動
の
中

心
と
な
り
ま
し
た
。
事
件
、
災
害
を
問
わ
ず
、
そ
こ
に

い
る
人
達
、
苦
し
ん
で
い
る
方
が
た
の
た
め
に
出
来
る

こ
と
、
た
と
え
そ
れ
が
声
を
聞
く
だ
け
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
を
為
す
こ
と
と
続
け
る
こ
と
が
、
誰
か
の
安
心
に

繋
が
っ
て
い
く
と
私
達
は
信
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、新
潟
県
中
越
沖
地
震
に
お
け
る
支
援
活
動
を
、

地
元
新
潟
県
曹
青
会
の
皆
さ
ん
を
中
心
と
し
て
、
全
国

各
地
の
曹
青
会
の
皆
さ
ま
の
手
を
借
り
て
実
践
す
る
こ

と
が
出
来
た
こ
と
は
、
私
達
の
実
感
し
て
い
る
真
実
で

も
あ
り
ま
す
。
対
策
本
部
は
解
散
し
ま
し
た
が
、
こ
れ

か
ら
復
興
に
向
け
た
さ
ら
な
る
時
間
が
待
ち
か
ま
え
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、時
を
待
た
ず
自
然
災
害
は
発
生
し
、

同
時
に
ニ
ュ
ー
ス
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
件

は
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
す
べ
て
を
網
羅
す
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
が
、
私
達
の
活
動
が
一
人
で
も
多
く

の
方
の
笑
顔
の
き
っ
か
け
に
な
れ
る
よ
う
に
願
っ

て
や
み
ま
せ
ん
。「
安
心
」
そ
れ
は
ま
さ
し
く
笑

顔
の
繋
が
り
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
達
十
七

期
が
背
負
っ
た
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。

�

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
�
会
長　

芳　

村　

元　

悟

　「そうせい」に対するご意見・ご感想、また、発送部数に関するご要望は下記の連絡先までお願いいたします。

○あて先 〒273‐0865 千葉県船橋市夏見6‐23‐3 長福寺内 そうせいサロン係

FAX （047）436‐6808 河村まで

哆 々 和 々

編 集 後 記

〈
お
詫
び
と
訂
正
〉

　

前
号
一
三
八
号
（
平
成
十
九
年
七
月
五
日
発
行
）
に
て
、
訂
正
箇
所
が
あ

り
ま
し
た
。

こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
申
し
上
げ
ま
す
。

一
、�

三
頁
左
下　

佐
々
木
宏
幹
先
生
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
中　

右
か
ら
三
行
目

　

�

「
セ
ン
タ
ー
主
任
研
究
員
」
→
「
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
」

二
、�

十
五
頁　

中
段
写
真
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

　

�

「
渕
丈
詞
師
」→「
九
州
曹
青
新
会
長
と
し
て
挨
拶
を
述
べ
る
渕
丈
嗣
師
」

　

第
十
七
期
広
報
委
員
会
が
発
足
し
て
早
や
半
年
が
た
ち
、
新
た

に
導
入
さ
れ
た
ウ
ェ
ブ
上
で
の
編
集
活
動
も
少
し
ず
つ
慣
れ
て
き

ま
し
た
。

　

今
年
の
夏
は
猛
暑
日
の
連
続
で
熱
射
病
で
亡
く
な
っ
た
方
も
多

く
、
地
球
の
温
暖
化
が
一
段
と
進
ん
だ
よ
う
に
思
え
ま
す
。
三
月

の
能
登
半
島
地
震
に
続
き
、
七
月
に
は
新
潟
県
中
越
沖
地
震
が
発
生

し
多
く
の
方
が
被
災
さ
れ
ま
し
た
。
自
然
と
人
間
と
の
共
生
が
、
人
間

に
よ
る
地
球
開
発
行
為
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
で
す
。
未

来
の
人
類
、
地
球
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
真
剣
に
考
え

る
べ
き
問
題
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
号
で
第
三
回
目
と
な
り
ま
し
た「
曹
洞
宗
の
袈
裟
に
学
ぶ
」で
は
、

私
た
ち
が
搭
け
て
い
る
お
袈
裟
の
中
で
最
も
身
近
な
絡
子
の
原
点
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
祖
師
の
護
持
し
て
い
た
お
袈
裟
を

写
真
で
紹
介
さ
れ
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
手
の
ひ
ら
に
の
る
程
の
縮
小

し
た
小
衣
は
一
般
の
「
お
守
り
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
僧

侶
の
「
お
守
り
」
こ
そ
小
衣
で
あ
り
、
僧
侶
た
る
を
認
識
す
る
た
め
の

も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
護
持
の
精
神
を
学
ん
で
い
き
た
い
も
の

で
す
。
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今
回
は
、
道
元
禅
師
『
趙
州
四
門
断

簡
』
に
つ
づ
き
、
大
乗
寺
二
世
瑩
山
紹

瑾
禅
師
︵
一
二
六
八―

一
三
二
五
︶
に

よ
る
『
伝
光
録
』
を
ご
紹
介
い
た
し
ま

す
。
詳
し
く
は
題
を
『
瑩
山
和
尚
伝
光

録
』
と
い
い
、
原
著
は
一
三
〇
〇
年

︵
正
安
二
年
︶
に
成
立
し
ま
し
た
。
２

巻
本
。
正
安
二
年
、
大
乗
寺
内
で
瑩
山

紹
瑾
禅
師
が
書
か
れ
た
も
の
を
徐
々
に

侍
者
や
側
近
が
筆
写
し
、
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
数

多
く
の
写
本
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、
１

巻
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
か
ら
６

巻
に
ま
た
が
る
も
の
ま
で
形
態
は
さ
ま

ざ
ま
。
い
く
つ
か
の
写
本
を
比
較
校
訂

し
て
出
版
し
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
仙
英

本
で
安
政
四
年
の
刊
行
。︵
現
存
の『
伝

光
録
』
写
本
に
つ
い
て
の
詳
細
は
『
新

版　

禅
学
大
辞
典
』︵
東
京
：
大
修
館
︶

８
９
２
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
︶

ネ
ッ
ト
で
愉
し
む

禅
籍
サ
ー
フ
ィ
ン

収
蔵
品
紹
介

�

『
大
乗
二
世
瑩
山
紹
瑾
大
和
尚
伝
光
録
』

駒澤大学図書館蔵 駒澤大学図書館蔵

駒澤大学図書館蔵 駒澤大学図書館蔵

曹洞宗専門 梅花流法具指定販売店
全 国 曹 洞 宗 法 衣 同 業 会 会 員

〒607‐8465 京都市山科区上花山坂尻２－６
電話 （075）593‐1255番代表 ・ フリーダイヤル 0120‐07‐1255 ・ FAX （075）593‐1146
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駒
澤
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
『
大

乗
二
世
瑩
山
紹
瑾
大
和
尚
伝
光
録 

』

は
一
七
四
七
年
（
延
享
四
年
）
に
越
前

の
端
倪
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
も
の
で

す
。
４
巻
４
冊
か
ら
な
り
、
大
き
さ
は

縦
24
・
7
㎝
×
横
17
㎝
、
１
行
の
長
さ

は
お
よ
そ
21
㎝
。
1
ペ
ー
ジ
に
11
行
×

18
字
の
書
式
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
扉

の
題
は
『
瑩
山
禅
師
傳
光
録
』、 

内
題

は
『
大
乘
二
代
瑩
山
紹
瑾
大
和
尚
傳
光

録
』
と
な
っ
て
い
ま
す
。
装
丁
は
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
は
な
く
後
の
時
代
の
も
の
で

す
。
第
４
巻
末
の
奥
書
か
ら
本
書
が
瑞

倪
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
１
・
２
・
３
巻
の
表
紙
見
返
し
、
裏

表
紙
見
返
し
に
も
朱
書
き
の
識
語
が
み

ら
れ
る
。
文
体
は
片
仮
名
混
じ
り
文
。

第
４
巻
の
42
丁
、43
丁
が
落
ち
て
お
り
、

補
写
さ
れ
て
い
る
の
を
の
ぞ
け
ば
（
デ

ジ
タ
ル
画
像
で
は
０
０
４―

０
４
６
の

部
分
）、
た
い
へ
ん
に
状
態
の
良
い
写

本
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
所
々
に

朱
で
書
き
入
れ
が
さ
れ
て
い
て
、
古
人

の
読
み
方
が
う
か
が
え
ま
す
。

駒澤大学図書館蔵

〒 ‐  札幌市北区北 条西 丁目 防災ビルB1
ＴＥＬ（011）716‐4813
ＦＡＸ（011）716‐4818

chuou-design@bz01.plala.or.jp
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出
雲
の
地
か
ら
死
の
文
化
を

柴
田	

私
は
今
、
こ
の
出
雲
の
地
か
ら
“
死
の

文
化
”
を
発
信
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
が
出
雲
大
社
に
入
ら
れ
た
時
か
ら
、

出
雲
ば
か
り
か
日
本
人
に
と
っ
て
、
死
ぬ
こ
と

は
大
国
主
命
の
下
に
い
く
こ
と
で
、
死
を
怖
い

タ
ー
ミ
ナ
ル
の
水
先
に
あ
る

�

幸
齢
者
の
島�

（
後
編
）

き
ま
す
よ
ね
。
死
が
変
わ
る
と
老
い
る
こ
と
が

変
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
。
私
は
い
つ
も
言
う
ん

で
す
け
ど
、
死
に
方
は
生
き
方
な
ん
で
す
。
そ

う
い
う
こ
と
を
、
高
齢
化
率
日
本
一
の
島
根
か

ら
、
み
な
さ
ま
に
発
信
し
た
い
の
で
す
。

飯
島	

私
は
以
前
、
諏
訪
中
央
病
院
の
緩
和
ケ

ア
病
棟
に
勤
務
し
て
い
た
の
で
す
け
ど
、
諏
訪

に
は
何
と
言
っ
て
も
諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
り
が

あ
り
ま
す
。大
木
に
人
が
乗
っ
て
坂
か
ら
ゴ
ロ

ゴ
ロ
っ
て
転
が
り
落
と
す
と
い
う
、
命
が
け
の

お
祭
り
で
す
け
ど
、そ
う
い
う
と
こ
ろ
っ
て
、隣

近
所
や
地
域
に
深
い
付
き
合
い
が
あ
っ
て
、
だ

か
ら
こ
そ
諏
訪
中
央
病
院
が
在
宅
の
看
取
り
に

成
功
し
た
の
か
な
っ
て
。古
い
伝
統
が
残
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
は
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
看
取

り
が
根
付
き
や
す
い
の
か
な
っ
て
思
い
ま
し
た
。

医
療
と
介
護
の
落
と
し
穴

柴
田	

多
分
、
私
は
こ
の
島
だ
か
ら
出
来
た
と

思
っ
て
い
る
ん
で
す
。医
療
介
入
が
な
い
の
は
、

ま
ず
こ
こ
し
か
な
い
ん
で
す
よ
。
最
初
が
本
土

だ
っ
た
ら
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

飯
島	
「
す
ぐ
救
急
車
呼
べ
」
っ
て
い
う
ふ
う

に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。

柴
田	

そ
う
そ
う
。「
な
ん
で
放
っ
て
お
く
ん

だ
」
っ
て（
笑
）。
だ
け
ど
こ
こ
に
は
死
の
文
化

が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
決
し
て
希
望
を
捨

て
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
人
間
が
死
ぬ
こ

と
を
受
け
容
れ
る
。
今
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
な
ど
で
は
、
夜
中
で
も
や
た
ら
と
職
員
が
お

医
者
さ
ん
を
呼
ぶ
ん
で
す
よ
。

飯
島	

脅
迫
感
と
い
う
か
、
何
か
し
な
い
と
逆

に
誰
か
に
責
め
ら
れ
る
。
呼
吸
停
止
を
見
た
ら

人
工
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
心
肺
蘇
生
し
な
く
っ

ち
ゃ
っ
て
。
確
か
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
お
医
者

さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
も
や
る
こ
と
な
い
で

す
も
の
ね
。
死
亡
認
定
で
「
ご
臨
終
で
す
」
っ

て
仰
る
だ
け
で
。

柴
田	

亡
く
な
る
二
十
四
時
間
前
ま
で
に
一
回

医
者
が
診
察
を
し
て
い
れ
ば
、
後
は
家
族
な
ど

で
看
取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と

を
み
な
さ
ん
が
知
ら
な
い
。だ
か
ら
も
う
少
し
、

生
き
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
死
も
老
い
る
こ
と

も
学
ぶ
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

飯
島	

私
が
訪
問
看
護
を
し
て
い
る
時
の
患
者

さ
ん
に
、
四
十
九
歳
で
子
宮
ガ
ン
の
末
期
の
ご

婦
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
本
当
は
家
族

が
ケ
ア
し
た
い
け
ど
、
本
人
は
「
私
の
た
め

に
仕
事
や
学
校
を
犠
牲
に
し
ち
ゃ
ダ
メ
」
っ

て
。
で
も
旦
那
さ
ん
も
仕
事
に
手
が
つ
か
な
い

あ ま ん ず の

ダイアローグ②

も
の
だ
と
は
思
わ
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
な
っ

て
い
た
筈
な
ん
で
す
が
、
敗
戦
と
と
も
に
出
雲

大
社
の
格
式
が
変
容
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

れ
と
と
も
に
死
の
文
化
が
廃
れ
て
し
ま
っ
て
、

今
で
は
何
故
か
出
雲
大
社
が
縁
結
び
の
神
さ
ま

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
縁
結
び
と
は
黄
泉

の
世
界
と
の
縁
結
び
で
す
。
島
根
に
は
あ
ち
こ

ち
に
冥
土
の
出
入
り
口
と
言
わ
れ
て
い
る
場
所

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
島
根
と
い
う
死
の
文
化
発

祥
の
地
を
、
日
本
中
の
み
な
さ
ま
に
楽
し
く
勉

強
し
て
い
た
だ
い
て
、
死
を
も
う
一
度
考
え
る

き
っ
か
け
作
り
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
な
っ
て

思
っ
て
い
ま
す
。
忌
み
嫌
う
も
の
で
は
な
い
ん

で
す
よ
。
と
て
も
大
事
な
も
の
で
す
。
そ
う
す

る
と
幸
齢
者
さ
ま
へ
の
目
線
が
、
ま
た
違
っ
て

なごみの里　組織図
2007年１月１日現在、全国各地の支援者の
数は281団体、個人では353名にのぼる。柴
田氏による地道な講演活動などで、今なお
全国に支援の環が広まりつつある。

幸齢者

村・全国の支援者、無償ボランティア

有償ボランティア

職　員

柴田久美子（しばた　くみこ）しばた　くみこ）　くみこ）くみこ））
NPO法人 なごみの里 理事長（代表）法人 なごみの里 理事長（代表）
島根県出雲市出身。1952年生まれ。日本マク
ドナルド株式会社勤務、洋食店経営などを経
て、1993年から介護の世界へ。福岡県の特別
養護老人ホームの寮母や島根県隠岐郡知夫村
の高齢者生活福祉センターのホームヘルパー
などを経験後、なごみの里を設立。

　

あ
ま
ん
ず
飯
島
が
、「
い
の
ち
」
に
ま
つ

わ
る
対
話
を
繰
り
広
げ
る
『
あ
ま
ん
ず
の
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
』。
前
回
に
引
き
続
き
、
看
取

り
の
家
「
な
ご
み
の
里
」（
島
根
県
隠
岐
郡

知
夫
村
）
代
表
の
柴
田
久
美
子
氏
と
の
対
談

を
お
送
り
し
ま
す
。
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是
非
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
て
。“
寄
っ
て
け

亭
”
っ
て
名
前
は
考
え
て
い
る
ん
で
す
け
ど
。

死
や
ケ
ア
に
関
わ
る
話
と
か
病
院
で
は
話
せ
な

い
こ
と
を
「
ち
ょ
っ
と
寄
っ
て
い
っ
て
何
で
も

話
す
」
っ
て
い
う
。
そ
し
て
た
ま
た
ま
そ
こ
に

い
る
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
と
も
話
が
出
来
る
よ

う
な
、
そ
ん
な
こ
と
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い

る
ん
で
す
。�

（
了
）

�

（
平
成
十
九
年
六
月
五
日

�

島
根
県
知
夫
村
「
な
ご
み
の
里
」
に
て
）

か
ら
、
朝
外
出
す
る
と
パ
チ
ン
コ
や
ぶ
ら
ぶ
ら

し
て
五
時
に
な
る
と
帰
っ
て
く
る
と
い
う
生
活

を
続
け
て
い
て
、
娘
さ
ん
も
同
じ
で
。
結
局
ご

家
族
の
方
が
「
死
を
ぶ
ら
ぶ
ら
待
っ
て
い
る
よ

う
で
や
り
き
れ
な
い
」
と
言
っ
て
耐
え
ら
れ
な

く
な
っ
た
。
そ
れ
を
訪
問
看
護
師
が
中
に
入
っ

て
、
患
者
さ
ん
に
伝
え
る
と
「
そ
う
だ
っ
た
ん

だ
。
私
も
一
分
一
秒
家
族
と
一
緒
に
い
た
か
っ

た
の
よ
」
っ
て
。
そ
の
こ
と
で
家
族
が
ひ
と
つ

に
な
れ
て
、
ご
家
族
も
含
め
た
二
十
四
時
間
の

介
護
体
制
を
組
ん
で
、
最
後
は
思
い
出
の
地
ま

で
ド
ラ
イ
ブ
し
た
ん
で
す
よ
。
決
死
の
ド
ラ
イ

ブ
。
い
つ
呼
吸
停
止
が
起
き
て
も
構
わ
な
い
と

い
う
。
私
も
つ
い
て
行
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ

う
い
う
良
い
形
の
お
見
送
り
が
出
来
ま
し
た
。

「
死
を
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と

柴
田�

今
は
家
族
の
中
で
死
と
い
う
も
の
が
、

そ
う
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
去
年
亡
く
な
ら
れ

た
あ
る
幸
齢
者
さ
ま
、
一
週
間
火
葬
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
何
故
だ
か
分
か
り
ま
す
か
？　

看

取
ら
れ
た
娘
さ
ん
が
、
外
国
に
い
た
ご
長
男
の

到
着
を
待
っ
て
い
た
ん
で
す
。
ご
長
男
に
母
を

一
目
会
わ
せ
た
い
、
到
着
す
る
ま
で
絶
対
焼
か

な
い
っ
て
。
こ
の
島
に
は
葬
儀
社
さ
ん
が
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
集
落
全
員
が
集
ま
っ
て
、
み
ん

な
が
朝
か
ら
百
食
分
の
お
食
事
を
作
っ
て
、
男

衆
は
花
笠
を
作
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
や
っ
て

お
一
人
お
一
人
の
死
を
み
ん
な
で
大
切
に
送
る

ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
み
ん
な
で
故

人
を
偲
ん
で
、そ
れ
を
語
り
伝
え
る
。私
は
も
っ

と
死
や
老
い
を
共
有
す
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
る

ん
で
す
。
そ
う
で
な
い
と
孤
が
強
ま
っ
て
命
が

伝
わ
ら
な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。

飯
島�

孤
が
強
ま
る
と
、
家
族
が
煮
詰
ま
る
ん

で
す
よ
ね
。
お
年
寄
り
は
施
設
へ
行
っ
て
、
結

局
家
族
は
バ
ラ
バ
ラ
な
ま
ま
で
お
葬
式
も
い
つ

の
間
に
か
終
わ
っ
て
。

柴
田�

ま
ず
大
人
一
人
一
人
が
地
域
社
会
の
中

で
生
き
て
い
く
。
そ
し
て
命
の
受
け
渡
し
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
の
多
死
社

会
に
向
け
て
何
を
為
す
べ
き
か
を
、
ま
ず
知
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ど
う
送
る
の
か
、
ど
う

送
ら
れ
る
の
か
。
子
ど
も
の
世
話
に
は
な
ら
な

い
と
か
よ
く
言
わ
れ
ま
す
け
ど
、
子
ど
も
の
世

話
に
は
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
動
け
な
く

な
っ
た
ら
潔
く
子
ど
も
た
ち
に
体
を
渡
さ
な

き
ゃ
。
今
、
日
本
が
金
銭
的
に
豊
か
に
な
っ
て

お
金
で
解
決
で
き
る
社
会
に
変
わ
っ
た
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
お
金
で
幸
齢
者
さ
ま
を
施
設
へ

や
っ
て
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
守
る
っ
て
い

う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
敗
戦
と
と
も

に
効
率
だ
け
を
追
い
か
け
て
き
た
日
本
の
ツ
ケ

が
、
今
回
っ
て
き
た
の
か
な
と
。
私
は
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
や
む
を
え
ず
必
要
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
だ
け
ど
大
人
が
そ
れ
を
認
識

し
て
、
子
ど
も
の
手
を
引
い
て
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
実
態
を
見
せ
る
勇
気
を
持
た
な
き
ゃ
い
け
な

い
。
何
と
な
く
後
ろ
め
た
い
か
ら
自
分
も
子
ど

も
も
行
か
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
と
思
う
ん

で
す
が
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

そ
し
て
最
後
は
家
で
み
ん
な
で
看
よ
う
ね
と

言
っ
て
、
抱
き
し
め
て
連
れ
て
帰
る
。
そ
う
す

る
と
日
本
は
変
わ
る
と
思
い
ま
す
。

飯
島�

う
ち
の
東
堂
も
最
後
は
帰
り
た
い
っ
て

言
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
お
寺
の
建
て
替
え
最

中
だ
っ
た
の
で
、
結
局
帰
れ
な
い
ま
ま
病
院
で

息
を
引
き
取
り
ま
し
た
。本
人
も
点
滴
が
嫌
で
、

断
固
と
し
て
拒
否
を
し
て
。
だ
か
ら
も
っ
と

い
ろ
い
ろ
し
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た

の
か
な
、
っ
て
す
ご
い
後
悔
が
残
っ

ち
ゃ
っ
て
。

柴
田�

私
は
、
死
の
瞬
間
は
自
分
で

選
べ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
今
は
家
族
力
が
下
が
っ
て

い
る
の
で
地
域
力
を
高
め
ま
し
ょ
う

と
い
う
ご
提
案
で
、
今
度
本
土
側
の

松
江
市
に
も
な
ご
み
の
里
を
開
所
し

ま
し
た
。
私
は
、
小
学
校
区
一
つ
ぐ

ら
い
に
死
を
選
べ
る
場
所
、
死
を
学

べ
る
場
所
が
あ
る
と
良
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
松
江
は
そ
の
モ
デ
ル
ケ
ー

ス
で
す
。

飯
島�
お
寺
さ
ん
も
そ
こ
に
関
わ
っ

て
く
る
と
、
ケ
ア
も
ま
た
違
っ
て
く

る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
地
域

力
を
高
め
て
い
っ
て
お
互
い
の
力
が

合
わ
さ
っ
た
ら
、
も
っ
と
良
い
形
に

な
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
私
も

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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袈
裟
を
縮
小
し
た
小
衣 ―

第
３
回

愛
知
学
院
大
学
教
授　

川　

口　

高　

風

　

瑩
山
禅
師
の
小
衣

　

石
川
県
羽
咋
市
の
永
光
寺
に
所
蔵
す
る
瑩

山
禅
師
の
掛か

絡ら

は
、
同
寺
四
七
六
世
で
中

興
の
祖
と
い
わ
れ
る
久
き
ゅ
う

外が
い

呑ど
ん

良り
ょ
うが
別
布
の
裏

に
「
御
開
山　

御
袈
裟
」
と
記
し
て
、
左
上

部
に
縫
い
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
瑩
山

禅
師
の
掛
絡
と
み
な

さ
れ
た
。
し
か
し
、

久
外
が
記
し
た
別
布

は
縦
九
セ
ン
チ
、
横

三
十
九
セ
ン
チ
で
、

三
長
一
短
の
九
条
の

小
衣
で
あ
る
。
こ
の

小
衣
こ
そ
開
山
瑩
山

禅
師
が
用
い
て
い
た

も
の
と
久
外
は
理
解

し
て
い
た
の
で
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
た

め
掛
絡
は
瑩
山
禅
師

の
も
の
か
断
定
で
き

な
い（
図
１
・
図
２
）。

　

江
戸
初
期
に
大
乗

寺
二
十
七
世
に
就
い

た
卍ま
ん

山ざ
ん

道ど
う

白は
く

（
一
六
三
六―

一
七
一
四
）
は

『
鷹
峯
卍
山
和
尚
広
録
』
巻
第
十
一
に
「
付

小
三
衣
瑞
藤
尼
師
」
の
法
語
が
あ
る
。
そ
れ

に
「
我
曩
祖
瑩
山
和
尚
。
領
二

上
来
密
意
一

。

製
二

小
三
衣
一

一
生
受
持
。
留
在
二

洞
谷
一

。

予
三
十
年
来
倣
二

瑩
山
作
一

造
二

小
三
衣
一

。

常
秘
二

于
懐
中
小
曩
一

。
非
三

唯
念
二

仏
仏
授

受
榜
様
一

。
又
能
得
レ

免
二

離
衣
罪
一

」
と
あ

り
、
瑩
山
禅
師
は
小
さ
な
五
、七
、九
条
の
三

衣
を
作
っ
て
護
持
し
て
い
た
。
そ
れ
が
永
光

寺
（
洞
谷
山
）
に
あ
る
。
そ
れ
に
倣
っ
て
自

分
（
卍
山
）
も
作
り
、
懐
中
の
小
袋
に
入
れ

て
常
に
持
っ
て
い
た
。
小
三
衣
を
護
持
す
る

わ
け
は
①
仏
々
授
受
の
標
榜
を
忘
れ
な
い
た

め
、
②
律
蔵
の
捨し
ゃ

堕だ

法
第
二
条
の
離
三
衣
戒

を
守
る
た
め
と
い
う
。
卍
山
の
指
摘
し
た
こ

の
小
衣
こ
そ
九
条
の
み
で
あ
る
が
、
永
光
寺

に
現
存
す
る
小
衣
と
い

え
よ
う
。

　

卍
山
の
小
衣

　

瑩
山
禅
師
に
倣
っ
て

小
衣
を
作
っ
た
卍
山

は
、
開
山
地
の
源
光

庵
（
京
都
市
北
区
）
に

小
衣
が
あ
る
。
三
長
一

短
の
十
三
条
衣
が
二

肩
（
縦
十
八
・
五
セ
ン

チ
、
横
三
十
九
・
五
セ

ン
チ
、縦
十
五
セ
ン
チ
、

横
三
十
二
・
五
セ
ン
チ
）
二
長
一
短
の
七
条

衣
が
一
肩
（
縦
十
五
セ
ン
チ
、
横
十
九
・
五

セ
ン
チ
）
一
長
一
短
の
五
条
衣
が
二
肩
（
縦

十
四
・
五
セ
ン
チ
、
横
十
九
セ
ン
チ
、
縦

十
五
・
五
セ
ン
チ
、
横
十
六
・
五
セ
ン
チ
）
で

あ
る
（
図
３
）。

　

縦
十
八
・
五
セ
ン
チ
、
横
三
十
九
・
五
セ

ン
チ
の
十
三
条
衣
の
裏
に
は
「
卍
先
師
之
衣

片
作
此
衣　

白
龍
護
持
」
と
あ
り
、
卍
山
の

袈
裟
の
衣
財
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
弟

子
の
三
洲
白
龍
が
護
持
し
て
い
た
。
縦
十
五

セ
ン
チ
、
横
三
十
二
・
五
セ
ン
チ
の
十
三
条

衣
の
裏
に
は
「
卍
祖
之
衣
片
作
此
小
三
衣　

妙
玄
先
師
伝
付　

宗
珊
沙
弥
也
」
と
あ
り
、

同
じ
く
卍
山
の
袈
裟
の
衣
財
で
作
ら
れ
、
妙

玄
先
師
す
な
わ
ち
妙
玄
寺
開
山
三
洲
白
龍
よ

り
弟
子
の
卍
海
宗
珊
に
伝
授
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
縦
十
五
・
五
セ
ン
チ
、
横
十
六
・
五

セ
ン
チ
の
五
条
衣
の
裏
に
は
「
月
祖
之
衣
片

作
此
衣　

白
龍
護
持
」
と
あ
り
、
卍
山
の
本

師
月
舟
宗
胡
の
袈
裟
の
衣
財
に
よ
っ
て
作
ら

れ
、
三
洲
白
龍
が
護
持
し
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
小
衣
を
入
れ
て
い
た
縦
十
八
セ

図１　瑩山禅師の掛絡

図２　瑩山禅師の小衣

図３　卍山の小衣
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ン
チ
、
横
十
六
セ
ン
チ
の
袋
も
あ
っ
た
。
小

衣
の
裏
書
き
に
よ
れ
ば
、
月
舟
も
小
衣
を
護

持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、卍
山
が
元
禄
十
三
年（
一
七
〇
〇
）

五
月
二
十
二
日
に
白
龍
へ
寄
せ
た
書
状
は
自

分
の
遺
物
の
取
り
定
め
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
に
「
懐
中
ノ
小
三
衣
心
経　

隠
之
長

老
へ
」
と
あ
り
、
小
三
衣
を
法は
っ

嗣す

の
隠い
ん

之し

道ど
う

顕け
ん

へ
形
見
と
し
て
贈
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。

　

大
智
、
峨
山
禅
師
の
小
衣

　

江
戸
期
曹
洞
宗
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
面

山
瑞
方
（
一
六
八
三―

一
七
六
九
）
も
『
永

福
面
山
和
尚
広
録
』
巻
二
十
の
「
藕ぐ
う

絲し

守
護

衣
記
」に「
昔
瑩
山
祖
師
製
二

小
衣
一

而
護
持
。

祇
陀
大
智
禅
師
亦
倣
レ

焉
。
余
亦
慕
レ

蹤
」

と
い
い
、
瑩
山
禅
師
の
小
衣
を
述
べ
る
と
と

も
に
、
弟
子
の
祇ぎ

陀だ

寺
の
大
智
（
一
二
九
〇

―

一
三
六
六
）
も
瑩
山
禅
師
に
倣
っ
て
護
持

し
て
お
り
、
自
分
（
面
山
）
も
こ
れ
を
慕
っ

て
い
た
と
い
う
。

　

大
智
の
小
衣
は
広
福
寺
（
熊
本
県
玉
名

市
）
に
あ
る
。
縦
十
セ
ン
チ
、
横
三
十
セ
ン

チ
の
九
条
衣
、
縦
十
一
セ
ン
チ
、
横
二
十
四

セ
ン
チ
の
七
条
衣
、
そ
れ
に
縦
十
セ
ン
チ
、

横
十
一
セ
ン
チ
の
座
具
が
あ
り
、
し
か
も
こ

の
小
衣
を
入
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
紐
の
つ

い
た
袋
も
あ
り
、
首
か
ら
搭
け
て
常
に
護
持

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
図
４
）。

　

現
在
、
小
衣
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
峨
山

禅
師
も
そ
の
「
喪そ
う

記き

」
に

　

御
小
衣
一
帖　

妙
準
大
姉
拝
領

　

御
小
衣
一
帖　

源
珠
大
姉
拝
領

　

御
小
衣
一
帖　

義
印
居
士
前
近
江
守
拝
領

と
あ
り
、
小
衣
を
護
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
遷
化
後
、
そ
れ
を
遺
品
と
し
て
総
持
寺

の
地
元
で
あ
る
櫛く
し

比ひ

荘し
ょ
うの
地
頭
で
あ
っ
た
長
ち
ょ
う

秀
信
（
義
印
居
士
）
ら
長
氏
の
一
族
に
配
分

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
瑩
山
禅
師
、峨
山
禅
師
、大
智

ら
初
期
曹
洞
宗
教
団
を
形
成
し
た
人
は
小
衣

を
護
持
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
各
地
の
支
配

者
で
帰
依
者
と
な
っ
た

豪
族
に
招
か
れ
て
行あ
ん

脚ぎ
ゃ

し
た
時
、
護
持
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
し

か
し
、
道
元
禅
師
を
は

じ
め
孤
雲
懐
弉
禅
師
、

徹
通
義
介
ら
永
平
寺
を

中
心
と
し
た
人
に
は
小

衣
が
み
あ
た
ら
な
い
。

ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

北
陸
地
方
の
み
の
活
動

で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
か
。
詳
し
い
こ
と
は

明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

　

瑩
山
禅
師
以
前
の
小
衣

　

小
衣
は
瑩
山
禅
師
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も

の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
す
で
に
平

安
時
代
に
比
叡
山
無
動
寺
の
開
基
で
、
回
峰

行
の
創
始
者
で
あ
る
相そ
う

応お
う

和か

尚し
ょ
う（

八
三
一―

九
一
八
）
の
遺
品
に
小
衣
が
あ
る
。
そ
れ
は

延
暦
寺
に
所
蔵
し
て
お
り
、
縦
十
・
二
セ
ン

チ
、
横
二
十
四
・
三
セ
ン
チ
の
一
長
一
短
の

五
条
で
、
薄
茶
の
平
絹
（
藕
糸
）
で
で
き
て

い
る
（
図
５
）。
附
属
の
畳
た
た
み

紙が
み

に
「
蓮
糸
小

袈
裟　

相
応
和
尚　

五
帖
」
と
記
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
相
応
和
尚
は
五
つ
の
小
衣

を
護
持
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
た
。
し
か

し
、
延
暦
寺
に
は
こ
の
小
衣
の
み
し
か
所
蔵

し
て
い
な
い
た
め
、「
五
帖
」
と
は
音
通
か

ら
五
条
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
相
応
和
尚
が
回
峰
行
を
行
う
の
に
、
護
持

し
や
す
い
よ
う
に
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　

本
小
衣
は

昨
年
、
京
都

国
立
博
物

館
、
東
京
国

立
博
物
館
で

開
催
さ
れ
た

「
最
澄
と
天

台
の
国
宝
」

展
に
お
い
て

「
雛
形
五
条

袈
裟
」
の
名

称
で
出
品
さ

れ
た
。
雛
形

と
し
た
の
は

実
用
さ
れ
て

い
る
天
台
小こ

五ご

条
じ
ょ
う

袈
裟
と
混
同
を
避
け
る
た
め
に
つ
け

た
名
称
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
図
録
に

カ
ラ
ー
写
真
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

現
在
、
他
に
小
衣
に
関
す
る
類
例
は
み
な

い
が
、
中
国
陝せ
ん

西せ
い

省し
ょ
うの

法
門
寺
で
は
宝
塔

の
地
下
に
あ
っ
た
仏
舎
利
を
奉
安
す
る
宮
殿

か
ら
小
衣
の
七
条
袈
裟
な
ど
が
出
土
さ
れ
た

（
図
６
）。
こ
れ
は
咸
通
十
四
年
（
八
七
三
）

に
唐
の
懿い

宗そ
う

及
び
僖き

宗そ
う

皇
帝
が
仏
舎
利
供
養

の
た
め
に
献
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当

時
、
小
衣
を
作
っ
て
供
養
す
る
風
習
が
あ
っ

た
よ
う
で
、瑩
山
禅
師
以
前
の
九
世
紀
に
は
、

す
で
に
小
衣
が
作
ら
れ
て
い
た
。
僧
は
離
三

衣
戒
を
犯
さ
な
い
た
め
、
在
俗
者
は
仏
舎
利

な
ど
を
供
養
す
る
た
め
に
作
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

図４　大智の小衣

図５　相応和尚の小衣（図録『最澄と天台の国宝』より転載）

図６　法門寺にあった小衣
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