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東
北
に
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
国
際
規
格
で
あ
る
Ｉ

Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
を
取
得
し
た
お
寺
が

あ
る
と
聞
い
て
、
去
る
二
月
二
十
七
日

に
取
材
に
伺
っ
た
。

　

訪
れ
た
の
は
宮
城
県
角
田
市
角
田
字

長
泉
寺
六
十
九
に
あ
る
曹
洞
宗
六
國
峯

長
泉
寺
で
あ
る
。
長
泉
寺
は
、
阿
武
隈

急
行
角
田
駅
か
ら
歩
い
て
五
分
ほ
ど
の

所
に
あ
る
。
こ
の
お
寺
は
、
今
か
ら
約

四
百
年
前
に
角
田
地
方
の
殿
様
で
あ
っ

た
石
川
公
の
菩
提
寺
と
し
て
創
建
さ
れ

た
。
か
つ
て
は
、
多
く
の
僧
侶
が
修
行

を
し
た
東
北
で
も
有
数
の
名
刹
で
あ
る
。

長
泉
寺
で
は
、
平
成
十
六
年
に
Ｉ
Ｓ
Ｏ

１
４
０
０
１
の
認
証
を
受
け
て
い
る
。

　

取
材
当
日
は
、
雪
が
舞
う
肌
寒
い
天

気
で
あ
っ
た
が
、
現
住
職
（
第
四
十
二

世
）
の
奥
野
成
賢
師
が
、
温
か
く
迎
え

て
く
れ
た
。
道
路
に
面
し
た
山
門
を
く

ぐ
る
と
、
ま
ず
目
に
入
っ
た
の
が
、
建

て
替
え
ら
れ
た
真
新
し
い
本
堂
で
あ

る
。
こ
の
本
堂
は
、
四
年
の
工
期
を
経

て
、
平
成
二
十
年
九
月
十
八
日
に
落
慶

法
要
が
営
ま
れ
た
。
こ
の
設
計
・
施
工

は
、宮
大
工
と
し
て
名
高
い
鵤
工
舎（
い

か
る
が
こ
う
し
ゃ
）
の
小
川
三
夫
氏
が

請
け
負
っ
た
。
取
材
当
日
に
、
ち
ょ
う

ど
長
泉
寺
を
訪
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
ご
挨
拶
す
る
機
会
を
得
た
。「
樹

齢
二
百
年
の
吉
野
ヒ
ノ
キ
や
、
千
五
百

年
の
カ
ナ
ダ
ヒ
バ
な
ど
の
天
然
木
材
を

ふ
ん
だ
ん
に
使
い
、
数
百
年
の
風
雪
に

耐
え
る
建
造
物
を
目
指
し
て
建
立
し
ま

し
た
」
と
の
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
長
泉
寺
の
建
設
の
記
録
は
、

塩
野
米
松
氏
に
よ
り
『
鵤
工
舎
の
仕
事

　

長
泉
寺
建
立
記
』
と
し
て
文
藝
春
秋

社
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日

に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

寺
社
の
建
築
に
は
大
き
な
木
を
大
量

に
使
う
。「
千
年
の
木
を
使
う
な
ら
、千

年
も
つ
建
物
を
つ
く
る
」
と
い
う
の
が

題問 ツ

ボ

の
境

環

最終回

　連載「環境問題のツボ」は第五回の今回で最終回となりま

す。連載の全体を通して監修をお願いした千葉科学大学の

安藤生大氏に、寺院として初めてISO14001を取得した

宮城県長泉寺様を取材していただき、実際に環境問題に取

り組んでいるお寺の具体例として紹介していただきます。

寺
院
に
お
け
る

環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み

︱
宮
城
県
長
泉
寺
取
材
報
告
︱

安
藤
生
大

笑顔で取材に応じて下さる
長泉寺御住職　奥野成賢師

鵤工舎の宮大工、小川三夫氏
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宮
大
工
の
矜き

ょ
う
じ持
で
あ
る
。
長
い
時
間
を

か
け
て
大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
を
固
定

し
た
天
然
木
材
を
用
い
て
本
堂
を
建
て
、

そ
れ
を
み
ん
な
で
、長
い
間
、大
切
に
使

う
。
そ
う
す
れ
ば
、
数
百
年
に
わ
た
っ

て
、
二
酸
化
炭
素
を
固
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
長
い
間
受
け
継
が
れ
て
き
た

お
寺
の
自
然
環
境
や
、
二
酸
化
炭
素
を

大
量
に
固
定
し
た
本
堂
を
、
数
世
代
に

及
ぶ
長
い
時
間
で
維
持
さ
せ
よ
う
と
す

る
時
、
お
寺
に
お
け
る
環
境
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
Ｉ

Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
認
証
取
得
は
、

大
き
な
威
力
を
発
揮
す
る
。

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
取
得
の
動
機

　

ま
ず
、
住
職
に
お
寺
で
Ｉ
Ｓ
Ｏ

１
４
０
０
１
の
取
得
を
考
え
た

動
機
に
つ
い
て
伺
っ
た
。「
そ
れ

は
、
私
が
取
得
し
た
か
っ
た
か
ら

で
す
。
私
ど
も
の
曹
洞
宗
に
は
、

人
権
、
平
和
、
環
境
の
三
つ
の
柱
が

あ
り
ま
す
。
今
の
お
寺
は
そ
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
掲
げ
て
い
る
わ
り
に
は
、
い
ま

ひ
と
つ
具
体
的
な
活
動
が
見
え
て
こ
な

い
。
そ
こ
で
、
目
に
見
え
る
活
動
を

し
よ
う
と
、
国
際
環
境
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ

１
４
０
０
１
認
証
取
得
に
取
り
組
ん
だ

わ
け
で
す
」
と
の
答
え
を
頂
い
た
。
つ

ま
り
、
住
職
の
環
境
問
題
に
対
す
る
態

度
表
明
（
ト
ッ
プ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
）

長泉寺環境方針

宗教法人長泉寺は、地球環境保全及び循環型社会への対応が人類

の最重要課題であることを認識し、以下の環境方針を定める。

【基本理念】

《寺院部門》

寺院内の活動を、環境保全の視点から定期的に見直すとともに、

継続的な改善に取り組む。

《幼稚園部門》

園児たちの生活環境の維持・改善に取り組むとともに、これから

の社会が必要とする人材育成の保育に努める。

【基本方針】

１．全職員が一致協力し、環境保全・維持活動を継続的に改善し、

汚染の予防を推進するために、環境目的及び目標を設定し、

定期的にレビューする。（重点事項：地球温暖化防止活動へ

の取組み）

２．職員は地域社会における環境意識を促進し、檀信徒及び保

護者との連携を強め、少しでも環境の維持改善という意識を

もっていただくように努める。

３．環境に関連する法規制及び当法人が同意するその他の要求事

項を順守するとともに、環境汚染の防止に努める。

４．環境問題に対する宗教及び教育機関としての寺院や幼稚園の

役割を果たす。

５．長泉寺が保有し、寺宝とする学術的文化財（仏像、絵画等及

び樹木等環境文化財）を保護する。

６．地域における、寺院・幼稚園のあり方を自覚して地域への奉

仕活動を積極的におこなう。

２００８年７月１日

宗教法人　長泉寺

住職（代表役員）　奥野成賢

用　語　解　説
環境マネジメントシステム

　環境マネジメントシステムとは、“環境”
つまり「人間の生存条件」と、人間の集団で
ある “組織” が優先しがちな「目先の価値や
利益」の両方を、何とか苦労しながらもうま
くやってゆくための「ルール体系」と理解す
ることができる。つまり、組織に環境マネジ
メントシステムを構築あるいは導入するとい
うことは、自分達の「ルール体系」に「環境」
という価値基準を盛り込ませることである。

ISO14001
　ISO14001は、組織のルール体系が環
境マネジメントシステムといえるかどうか
を判定するためにつくられた国際基準で
ある。これは、1996年に国際標準化機
構（International organization for 
Standardization）という非政府組織に
よって作られた国際基準である。このISOの
中で、14001番という規格番号をもつもの
が、環境ISOと呼ばれる “ISO14001” で
ある。“国際” 基準とする理由は、環境問題
が地球規模の問題だからである。この基準に
従って、組織のルール体系が環境マネジメン
トシステムといえるかどうかを客観的に確認
し判定する作業を、“環境審査” といい、そ
れを審査するのが “審査員”（環境マネジメン
トシステム審査員）である。

PDCAサイクル
　ISO14001 で は、 計 画（Plan） ―
実 施（Do） ― 検 証（Check） ― 見 直 し

（review&Action）という四つのステップ
によるサイクルを課している。このサイクル
は、英語の頭文字をとって「ＰＤＣＡサイク
ル」と呼ばれている。つまり、計画（Ｐ）
し、その計画どおりに実施（Ｄ）し、それが
計画どおりに行われているか検証（Ｃ）し、
見直しにより悪いところを修正してより良い
計画を作成する（Ａ）というように、ＰＤＣ
Ａサイクルには、終わりや完成がなく、螺旋
階段を上がるように少しずつ向上（スパイラ
ルアップ）してゆくことになる。

環境方針
　PDCAの「Ｐ＝計画」段階における環境
マネジメント全体の “方針” が、“環境方針”
である。環境方針には、“進む方向” と “進め
る力” という二つの要素が含まれる。長泉寺
の環境方針では、環境目標の重点事項に「地
球温暖化防止活動への取り組み」を掲げて進
む方向を示し、「檀信徒及び保護者との連携
を強めて」、「地域社会における環境意識の促
進に努める」として、進む力を明示している。 取材・執筆をお願いした 
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が
、
お
寺
初
の
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
取

得
へ
動
い
た
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
現
在
、
長
泉

寺
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働
い
て
い
る
山

﨑
義
幸
さ
ん
の
存
在
も
大
き
い
。
山

﨑
さ
ん
は
、
前
職
の
企
業
で
Ｉ
Ｓ
Ｏ

１
４
０
０
１
に
関
す
る
仕
事
を
行
っ
た

経
験
が
あ
り
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
審
査
員
の
資
格
も
持
つ
エ
キ
ス

パ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ

１
４
０
０
１
取
得
の
た
め
の
実
務
は
、

ほ
ぼ
総
て
山
﨑
さ
ん
が
担
当
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
長
泉
寺
で
は
、
住
職

の
ト
ッ
プ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
優
秀
な

人
材
を
確
保
で
き
た
こ
と
が
認
証
取
得

を
実
現
で
き
た
要
因
と
い
え
る
。

最
初
に
取
り
組
ん
だ
こ
と

　

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
に

先
立
ち
、
長
泉
寺
が
ま
ず
取
り
組
ん

だ
の
は
、
境
内
の
禁
煙
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
吸
殻
の
ポ
イ
捨
て
禁
止
や
建
物
の

火
災
予
防
と
い
っ
た
一
般
的
な
理
由
に

加
え
、
長
泉
寺
が
幼
稚
園
（
宗
教
法
人

長
泉
寺
ミ
ネ
幼
稚
園
）
を
併
設
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
園
児
を
煙
害
か
ら
守
る

た
め
、
気
持
ち
良
く
お
参
り
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
墓
地
か
ら
ご
み
箱
を
撤

去
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
最
初
は

反
対
意
見
や
批
判
が
多
か
っ
た
が
、
現

在
で
は
ご
み
の
持
ち
帰
り
が
当
た
り
前

と
な
り
、
ポ
イ
捨
て
も
大
幅
に
減
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。

長
泉
寺
の
取
り
組
み
事
項

　

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
で
は
、
三
年
ご

と
に
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
見

直
し
審
査
が
入
る
。
長
泉
寺
で
は
、
平

成
二
十
一
年
現
在
、
一
回
目
の
見
直
し

を
終
え
て
第
二
期
に
入
っ
て
い
る
。
長

泉
寺
に
お
け
る
第
一
期
の
重
点
取
り
組

み
事
項
は
、
紙
、
電
気
、
水
な
ど
の
節

約
と
ご
み
の
削
減
、
そ
し
て
環
境
配
慮

意
識
の
周
知
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
電
気
使
用
量
は
開
始
前
の

十
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
削
減
を
達
成
し
、

墓
地
周
辺
の
ご
み
の
削
減
、
供
物
や
ご

み
の
持
ち
帰
り
な
ど
、
檀
信
徒
の
協
力

も
得
な
が
ら
、
特
に
ご
み
問
題
に
対
す

る
環
境
配
慮
意
識
の
向
上
に
成
功
し

た
。
加
え
て
、
塔
婆
は
小
型
に
統
一

し
、
供
養
の
後
は
チ
ッ
プ
と
し
て
再
利

用
す
る
試
み
も
始
め
た
。
こ
の
点
に
関

し
て
住
職
は
、「
塔
婆
は
、
大
き
い
と

先
祖
を
大
事
に
供
養
し
た
よ
う
な
気
が

し
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
今
主
流
と

な
っ
て
い
る
一
・
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
半

分
の
九
十
セ
ン
チ
に
統
一
し
、
な
お
か

つ
古
い
も
の
は
回
収
し
て
資
源
化
し
ま

し
た
」
と
話
し
て
い
る
。
節
水
に
つ
い

て
も
、
興
味
深
い
お
話
を
い
た
だ
い

た
。
当
初
、
な
か
な
か
水
道
の
使
用
量

が
減
ら
ず
、
削
減
目
標
を
下
回
る
状
態

が
続
い
た
。
全
員
で
日
常
生
活
の
見
直

し
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
効
果
が
出

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
新
た
に
別
の
原
因

を
追
求
し
た
結
果
、
台
所
付
近
の
地
中

配
管
か
ら
の
水
漏
れ
を
発
見
し
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。
削
減
の
努
力
が
な
け
れ

ば
、
し
ば
ら
く
発
見
で
き
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
環

境
対
策
の
副
産
物
で
あ
る
。
実
は
、
こ

れ
を
発
見
し
た
の
は
、
住
職
の
奥
様
と

の
こ
と
で
、
日
ご
ろ
か
ら
細
部
に
わ
た

る
環
境
配
慮
意
識
が
組
織
の
全
員
に
浸

透
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

住
職
も
「
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
Ｉ

Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
を
き
っ
か

け
に
、
全
員
が
環
境
問
題
の
活
動
に
意

識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
し
、
場
当
た

り
的
で
な
く
計
画
的
に
や
る
訓
練
に
も

な
り
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
た
。

幼
稚
園
の
取
り
組
み
事
項

　

第
一
期
の
取
り
組
み
は
寺
院
部
門
の

み
で
行
っ
た
が
、
第
二
期
で
は
そ
こ
に

“
幼
稚
園
部
門
”を
加
え
た
。住
職
に「
ミ

ネ
幼
稚
園
」
で
の
具
体
的
な
取
り
組
み

を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。「
子
ど
も
た

ち
に
は
難
し
い
こ
と
を
言
っ
て
も
分
ら

な
い
の
で
、
年
少
、
年
中
、
年
長
の
ク

ラ
ス
ご
と
に
ご
み
の
分
別
教
育
を
行
っ

て
い
ま
す
。
同
時
に
家
庭
で
の
教
育
を

大
切
に
し
た
い
の
で
、
保
護
者
に
は
こ

と
あ
る
ご
と
に
、
ご
み
と
環
境
問
題
と

の
関
連
を
伝
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

私
の
説
法
に
は
必
ず
環
境
問
題
に
か
か

わ
る
話
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い

と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
。
最
初
、
住
職

が
こ
の
提
案
を
役
員
会
に
諮は

か

っ
た
と
こ

ろ
、
賛
成
三
割
、
反
対
七
割
の
状
況
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
世
の
流
れ
に
後
押

し
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
平
成
十
四
年

十
二
月
に
は
、
禁
煙
宣
言
の
ス
タ
ン
ド

が
境
内
と
幼
稚
園
に
立
て
ら
れ
る
に

到
っ
た
。
こ
の
禁
煙
宣
言
は
、
現
在
で

は
多
く
の
檀
信
徒
か
ら
支
持
さ
れ
、
周

囲
の
お
寺
に
も
広
が
り
を
み
せ
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
墓
地
の
ご

み
箱
の
撤
去
で
あ
る
。
当
時
、
長
泉
寺

の
墓
地
に
設
置
し
て
あ
っ
た
ご
み
箱
に

は
、お
墓
参
り
か
ら
出
る
ご
み
以
外
に
、

隣
接
す
る
台
山
公
園
で
遊
ん
だ
後
の
弁

当
箱
や
、
時
に
は
、
家
庭
ご
み
、
廃
家

電
、
更
に
は
粗
大
ご
み
ま
で
捨
て
ら
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の ごみ箱の撤去が墓地の美化に貢献している

園長として、園児の帰りを見送る奥野師

長泉寺の環境対策を管理
されている山﨑義幸氏

�



指
す
。
仮
に
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み

が
で
き
た
ら
、
お
寺
を
核
に
し
た
具
体

的
な
環
境
配
慮
の
意
識
と
行
動
が
、
地

域
社
会
へ
広
が
っ
て
ゆ
く
可
能
性
が
生

ま
れ
る
。
お
寺
を
中
心
と
し
た
、
全
く

新
し
い
地
域
環
境
再
生
の
シ
ナ
リ
オ
が

展
開
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

環
境
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
お
寺

が
核
に
な
っ
て
、
地
域
の
環
境
保
全
に

向
け
た
具
体
的
な
行
動
を
開
始
す
る
。

環
境
配
慮
の
具
体
的
な
行
動
が
求
め
ら

れ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

な
試
み
が
一
つ
の
解
決
策
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
ト
ッ
プ
ラ

ン
ナ
ー
と
し
て
の
長
泉
寺
の
今
後
が
楽

し
み
で
あ
る
。

ま
す
。
そ
し
て
、
機
会
あ
る
ご
と
に
親

子
で
楽
し
く
ご
み
拾
い
と
か
、
分
別
が

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
幼
稚
園

の
行
事
、例
え
ば
四
月
八
日
の
花
祭
り
、

台
山
公
園
の
ご
み
拾
い
、
運
動
会
等
に

は
、
ご
み
分
別
の
ゲ
ー
ム
や
競
争
を
取

り
入
れ
て
い
ま
す
。」
更
に
、「
幼
稚
園

の
省
エ
ネ
に
つ
い
て
は
、
水
道
・
電
気

の
節
約
に
努
め
て
い
ま
す
。
特
に
電
気

の
消
し
忘
れ
が
な
い
よ
う
に
徹
底
し
て

い
ま
す
。
エ
ア
コ
ン
は
節
約
設
定
温
度

に
し
て
あ
り
、
待
機
待
ち
電
源
を
落
と

し
、
六
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
使
用
と

し
て
い
ま
す
。
十
一
月
か
ら
は
石
油
暖

房
を
入
れ
て
い
ま
す
。」
こ
の
よ
う
な

取
り
組
み
に
よ
り
、
三
年
間
で
寺
院
部

門
と
幼
稚
園
部
門
の
合
計
で
、
百
万
円

を
超
え
る
節
約
が
実
現
で
き
た
そ
う
で

あ
る
。
今
後
に
つ
い
て
住
職
は
「
園
内

だ
け
で
な
く
、
檀
家
さ
ん
や
保
護
者
と

の
連
携
を
強
め
、
少
し
で
も
環
境
の
維

持
・
改
善
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た

だ
く
よ
う
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

の
一
環
と
し
て
、
お
盆
の
迎
え
火
を
た

く
一
、二
時
間
、
家
の
電
気
を
消
す
、

“
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト
”の
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
ろ
う
そ
く
に
照
ら
し
出
さ

れ
た
境
内
は
、
浄
土
を
思
わ
せ
る
幻
想

的
な
雰
囲
気
に
な
り
、
訪
れ
て
来
ら
れ

た
人
た
ち
に
好
評
で
し
た
。同
じ
日
に
、

花
火
大
会
が
行
わ
れ
、
お
寺
か
ら
見
る

花
火
が
こ
ん
な
に
き
れ
い
だ
っ
た
か
？

と
喜
ん
で
く
れ
た
檀
家
さ
ん
も
い
ま
し

た
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
長
泉
寺
の
第

二
期
の
取
り
組
み
事
項
に
は
、
こ
の
仏

式
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト
を
角
田
市
全
体

に
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。

加
え
て
お
寺
の
周
辺
道
路
の
ご
み
拾
い

や
公
共
河
川
の
清
掃
、
公
共
緑
地
の
草

刈
り
等
を
環
境
貢
献
活
動
と
し
て
位
置

づ
け
、
お
寺
の
外
に
向
け
た
活
動
の
展

開
を
目
指
し
て
い
る
。

長
泉
寺
の
今
後
の
展
開

　

長
泉
寺
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
配

慮
行
動
を
行
い
、
多
く
の
成
果
を
上
げ

て
い
る
。住
職
に
こ
の
要
因
を
伺
う
と
、

「
長
泉
寺
の
環
境
改
善
の
取
り
組
み
が
、

ど
こ
で
も
、
同
じ
よ
う
に
う
ま
く
い
く

と
は
限
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
、
お
寺

と
地
域
と
の
良
好
な
つ
な
が
り
が
、
ま

ず
一
番
に
重
要
で
す
」
と
の
ご
指
摘
を

い
た
だ
い
た
。
つ
ま
り
、
お
寺
が
環
境

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
何
ら
か
の
活
動

を
行
お
う
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
は
檀
信

徒
や
地
域
社
会
と
の
良
好
な
つ
な
が
り

を
確
保
す
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
で
あ

る
と
の
ご
指
摘
で
あ
る
。

　

こ
の
お
寺
と
地
域
社
会
と
の
良
好

な
つ
な
が
り
を
確
保
し
た
上
で
、
も
し

も
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
で
扱
う
組
織

に
一
件
で
も
檀
信
徒
を
加
え
る
こ
と
が

で
き
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？
お
寺
と

檀
家
が
組
織
を
つ
く
り
、
地
域
社
会
で

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
築

し
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
取
得
を
目

奥
野　

成
賢
︵
お
く
の　

せ
い
け
ん
︶

昭
和
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日
生
ま
れ
。

駒
澤
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
仏
教
学

専
攻
修
士
課
程
修
了
。

宮
城
県
曹
洞
宗
六
國
峯
長
泉
寺
住
職
。

宗
教
法
人
長
泉
寺
ミ
ネ
幼
稚
園
園
長
。

安
藤　

生
大
︵
あ
ん
ど
う　

た
か
お
︶

昭
和
四
十
三
年
三
月
十
日
生
ま
れ
、
栃
木
県

那
須
郡
那
須
町
出
身
。

早
稲
田
大
学
教
育
学
部
理
学
科
地
学
専
修
卒

業
、
早
稲
田
大
学
理
工
学
研
究
科
資
源
工
学

専
攻
修
了
、
博
士
（
工
学
）。

現
在
、
千
葉
科
学
大
学
危
機
管
理
学
部
准
教

授
。

専
門
は
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
（
持
続
可

能
）
学
。

環
境
問
題
を
考
え
る
ポ
イ
ン
ト
は
、「
ど
こ

か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」
と
い
う

〝
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
思
考
〟で
考
え
る
こ
と
。

こ
の
考
え
方
を
用
い
て
、
日
常
生
活
（
地
域

環
境
）
と
地
球
環
境
を
つ
な
げ
る
新
し
い
環

境
教
育
法
の
開
発
を
行
っ
て
い
る
。

環境問題のツボ

新本堂の壁絵として再利用された旧本堂の貴重な襖絵を説明する奥野師（左）と安藤氏（右）
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全曹青インフォメーション

岩

手

県

曹
洞
宗
青
年
会

発　
　

足
：
昭
和
五
十
一
年

会　
　

長
：
平
栗
壽
隆

副 

会 

長
：
新
沼
孝
純
・
瀧
澤
邦
仁

事
務
局
長
：
菊
池
昌
弘

会　
　

計
：
高
山
一
法

会　
　

員
：
一
一
八
名

活動紹介

曹　洞
ユース

《
発
足
》

　

岩
手
県
曹
洞
宗
青
年
会
は
「
会
員
相

互
の
連
携
を
深
め
青
年
に
与
え
ら
れ
た

知
と
力
を
結
集
し
、
つ
ね
に
開
か
れ
た

世
界
へ
の
活
動
を
通
し
て
宗
旨
に
根
ざ

し
た
人
間
形
成
を
は
か
り
、
も
っ
て
健

全
な
地
域
社
会
の
育
成
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
標
に
す
る
」
と
い
う
理
念
か
ら

昭
和
五
十
一
年
十
月
二
十
八
日
に
発
足

し
、
会
長
以
下
会
員
百
十
八
名
が
現
在

在
籍
し
て
お
り
ま
す
。

《
現
在
ま
で
の
流
れ
》

　

平
成
七
年
に
、
二
十
周
年
記
念
事
業

と
し
て
〈
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
幼
稚
園
〉
を

ス
リ
ラ
ン
カ
の
マ
ウ
エ
リ
ア
に
建
設
寄

贈
い
た
し
ま
し
た
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の
経

済
的
に
恵
ま
れ
な
い
環
境
の
子
ど
も
達

に
幼
児
教
育
の
場
を
提
供
す
る
た
め
、

地
元
の
ポ
ー
ト
グ
ル
ビ
ハ
ー
ラ
寺
院

や
、
現
地
の
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
協

力
の
も
と
建
設
さ
れ
、
現
在
も
支
援
交

流
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
十
七
年
に
は
、
三
十
周
年
記

念
と
し
て
例
年
開
催
さ
れ
て
お
り
ま

す
「
み
ち
の
く
緑
蔭
禅
の
つ
ど
い
」
第

四
十
一
回
開
催
に
お
き
ま
し
て
「
法
脈

会
」
を
挙
行
い
た
し
ま
し
た
。
本
来
一

泊
二
日
の
日
程
を
二
泊
三
日
に
変
更

し
、
百
七
名
の
戒
弟
参
加
者
を
む
か
え

て
の
大
受
戒
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、近
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
、新

潟
県
中
越
沖
地
震
の
災
害
報
告
等
を
受

け
ま
し
て
、平
成
二
十
年
春
に「
災
害
救

援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

を
作
成
し
、県
内
各
寺
院
な
ら
び
に
各

地
域
の
社
会
福
祉
協
議
会
へ
と
配
布
い

た
し
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、会
員
の

災
害
緊
急
時
の
対
応
、連
絡
の
円
滑
化

と
、救
援
活
動
に
対
し
て
の
心
構
え
の

徹
底
化
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。実
際
、昨

年
の「
岩
手
・
宮
城
内
陸
地
震
」で
は
、マ

ニ
ュ
ア
ル
に
し
た
が
っ
て
被
災
状
況
の

確
認
と
、会
員
有
志
に
よ
る
救
援
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

《
現
在
の
活
動
》

　

当
青
年
会
の
活
動
内
容
と
い
た
し
ま

し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
盛
岡
市

報
恩
寺
様
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
る

「
み
ち
の
く
緑
蔭
禅
の
つ
ど
い
」で
す
。

こ
の
参
禅
の
つ
ど
い
は
四
十
四
回
を
数

え
て
お
り
、
今
回
は
二
十
九
名
の
一
般

参
加
者
を
迎
え
て
の
参
禅
会
と
な
り
ま

し
た
。

　

年
末
に
は
、
県
内
各
地
区
持
ち
回
り

で
「
歳
末
助
け
合
い
寒
風
托
鉢
」
を
実

施
し
て
お
り
ま
す
。
昨
年
は
遠
野
市
大

慈
寺
様
を
会
場
と
し
て
、
古
い
町
並
み

の
残
る
遠
野
路
を
歩
き
、
集
ま
り
ま
し

た
浄
財
は
社
会
福
祉
協
議
会
へ
と
寄
付

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

年
二
回
の
教
養
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

（
昨
年
は
、
自
死
予
防
に
つ
い
て
の
講

習
、ヨ
ー
ガ
教
室
を
行
い
ま
し
た
）や
、

各
地
区
持
ち
回
り
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、

懇
親
会
等
を
通
し
ま
し
て
社
会
に
対
し

て
の
我
々
青
年
僧
侶
の
あ
り
方
を
学
ぶ

と
共
に
、
会
員
同
士
の
連
携
を
深
め
る

活
動
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
他
活
動
に
つ
き
ま
し
て
は
、
岩

手
県
曹
洞
宗
青
年
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

「G
A
N
S
O
U
S
E
I.co
m

」
に
お
き
ま

し
て
、
活
動
報
告
、
当
青
年
会
機
関
紙

「
曹
青
通
信
い
わ
て
」バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

の
閲
覧
等
が
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

h
ttp
://w
w
w
.gan

so
u
sei.co

m
/

　

昨
年
は
、「
岩
手
・
宮
城
内
陸
地
震
」

「
岩
手
県
沿
岸
北
部
地
震
」
が
た
て
続

け
に
発
生
し
、
皆
さ
ま
よ
り
沢
山
の
励

ま
し
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
場
を
お
借
り
い
た
し
ま
し
て
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
後
も
会
員
一
同
、
一
丸
と
な
り
ま

し
て
精
進
に
努
め
る
所
存
で
あ
り
ま

す
。
ど
う
か
今
後
と
も
、
更
な
る
ご
指

導
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�

合
掌

昨年 4 月に作成された「災害救援ボラ
ンティア活動マニュアル」

昨年 7 月12、13日に開催された「みち
のく緑蔭禅のつどい」参禅風景

昨年12月 1 日に行なわれた「歳末助け
合い寒風托鉢」

昨年行なわれた教養セミナー
（自死予防についての講習）

昨年行なわれた教養セミナー
（ヨーガ教室）
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•
過
去
の
全
曹
青
資
料
に
つ
い
て

　

資
料
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
、
保
管
等

に
つ
い
て
の
検
討
。

•
本
年
五
月
の
中
央
研
修
会
に
つ
い
て

　

次
期
の
基
幹
事
業
に
関
連
す
る
研

修
会
を
検
討
中
。

•
次
回
の
千
僧
法
要
に
つ
い
て

　

本
年
五
月
二
十
六
日（
火
）に
開
催
。

•
奈
良
千
僧
法
要
・
禅
文
化
学
林
Ｄ
Ｖ

Ｄ
サ
ン
プ
ル
版
の
試
写
。

　

各
報
告
事
項
に
つ
い
て
活
発
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
、
長
井
副
会
長
の
挨
拶
を

も
っ
て
閉
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

右
記
の
日
程
で
執
行
部
会
が
行
わ
れ
、

引
き
続
き
理
事
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

理
事
会
で
は
、
芳
村
会
長
に
よ
る
挨

拶
の
後
、以
下
の
議
事
に
つ
い
て
報
告
・

討
議
さ
れ
ま
し
た
。

議
事
一　

各
委
員
会
経
過
報
告

•
法
式
委
員
会

　

Ｄ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
そ
う
せ
い
『
声
明
の
手

引
き
』
に
つ
い
て
。
現
在
、
制
作
を

終
え
、
注
文
を
受
付
中
。

•
総
務
委
員
会

　

花
ま
つ
り
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
進
捗

状
況
。

　

各
県
曹
青
の
活
動
報
告
集
を
作
成

し
、全
曹
青
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
般
若
」

で
の
紹
介
に
つ
い
て
。

•
第
六
回
執
行
部
会

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
八
日　

十
五
時
二
十
分
～
十
八
時
二
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

於 

曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
二
階
仏
間

　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
十
九
日　

十
時
～
十
一
時
三
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

於 
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
三
階
菊
の
間

•
第
七
回
理
事
会

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
九
日　

十
四
時
～
十
八
時
三
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

於 

曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
三
階
菊
の
間

•
理
事
会
出
席
者
：
理
事
…
八
名
、
執
行
部
…
十
六
名
、
監
事
…
一
名

第
六
回
執
行
部
会
・

�

第
七
回
理
事
会
報
告

•
広
報
委
員
会

　
『
そ
う
せ
い
』一
四
五
号
の
編
集
状

況
に
つ
い
て
。

　

奈
良
千
僧
法
要
・
禅
文
化
学
林
Ｄ

Ｖ
Ｄ
の
製
作
費
等
に
つ
い
て
の
説
明
。

•
青
少
年
教
化
委
員
会

　

委
員
会
企
画
「
お
坊
さ
ん
と
ふ
れ

あ
お
う
‼
」
に
つ
い
て
の
報
告
。

　

委
員
会
の
活
動
を
ま
と
め
た
冊
子

を
作
成
し
、
僧
侶
が
外
に
出
て
青
少

年
と
ふ
れ
あ
う
実
践
の
参
考
資
料
に

つ
い
て
。

•
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
作
成
状
況
と
発
表
に
つ
い
て
。

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
憲
章
（
仮
称
）」

の
作
成
に
つ
い
て
。

•
Ｉ
Ｔ
委
員
会

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
利
用
者
数
の
報
告
。

芳村会長による開会の挨拶

各委員会による活動報告

　

今
後
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
更
な
る

充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
教
化
に
有

効
な
Ｉ
Ｔ
技
術
の
研
究
促
進
に
つ
い

て
。

　

途
中
、
平
成
二
十
年
度
定
期
総
会
並

び
に
禅
文
化
学
林
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ

い
て
、
中
村
副
会
長
よ
り
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。

議
事
二　

そ
の
他

•『
そ
う
せ
い
』編
集
委
託
に
つ
い
て

　

誌
面
の
質
の
向
上
、
経
費
、
委
員

の
負
担
軽
減
等
の
諸
観
点
か
ら
、
編

集
作
業
を
外
部
委
託
す
る
予
定
。

• 

全
曹
青
第
十
八
期
執
行
人
事
に
つ
い

て
•
災
害
救
援
体
制
整
備
に
つ
い
て

　

現
段
階
で
素
案
は
作
成
済
み
。来

期
の
特
別
委
員
会
で
検
討
を
継
続
。管区理事から活発な質問・意見が提起される

�



全曹青インフォメーション

 〈開催日時〉 平成21年 5 月11日（月）～12日（火）

 〈開催場所〉東京都港区芝 2 丁目 5 － 2 　曹洞宗檀信徒会館

 〈総会プログラム〉

　 5 月11日　 9 時～12時　　　　理事会　　　　　研修道場

　　　　　　14時～17時　　　　定期評議員会　　研修道場

　　　　　　18時～20時　　　　懇親会　　　　　桜の間

　　　12日　10時30分～12時　　中央研修会　　　研修道場

　　　　　　13時30分～16時　　総会　　　　　　研修道場

 〈中央研修会〉「いのちの声に耳を澄ます」～電話相談事業の可能性を探る～
　詳細は11ページを参照してください。

★出席のお申し込みについては、各都道府県・各所属青年会の評議員宛に所定の用紙を送付いたします
ので、お取りまとめの上、本会事務局迄ご報告いただきますようお願いいたします。

☆多数のご参加・ご出席をお待ちしております。

平成21年度 全国曹洞宗青年会定期総会開催のご案内

主催：全日本仏教青年会・全国曹洞宗青年会・南都二六会・東大寺

仏 法 興 隆 花 ま つ り 千 僧 法 要

本
坊

東 大 寺 「花まつり千僧法要」
　昭和63年 4 月26日、全日本仏教青年会、全国曹洞宗青年会、南都二六会主催により、海外僧
を含めた全国各地の超宗派1,700名の僧侶が大仏殿に参集し、「花まつり千僧法要」が厳修され
たのが始まりです。
　その後、毎年 4 月26日には「青年仏教徒の日」として、大盧舎那佛の大悲による、仏法興隆、
世界平和の実現を祈念した法要が営われています。
　なお、本年は、都合により 5 月26日に行われます。

日　　時 ： 平成21年 5 月26日（火）

　　　　　10時～11時　　アショカピラー清掃・荘厳

　　　　　12時45分　　　東大寺本坊出発

　　　　　13時　　　　　大仏殿入堂・登壇

　　　　　　　　　　　　大般若転読法要

　　　　　14時　　　　　アショカピラー法要　　

　　　　　法要終了後、東大寺宝物展示説明会

　　　　　16時頃　　　　懇親会（奈良市内）

参 加 費：法要　￥1,000-　　懇親会　未定

集合場所：東大寺本坊（掲載地図参照）

会　　費：未　定

申込方法：各曹青会窓口よりお願いいたします
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四
国
地
区
曹
洞
宗
青
年
会
管
区
大
会

が
、
一
月
二
十
七
日
に
愛
媛
県
松
山
市

の
東
京
第
一
ホ
テ
ル
松
山
を
会
場
に
開

催
さ
れ
、
ご
来
賓
の
各
御
老
師
、
管
区

内
御
寺
院
様
、
寺
族
様
、
青
年
会
員
な

ど
約
八
十
名
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
今
回
は
、『
こ
れ
か
ら
の
寺
院

の
か
か
え
る
諸
問
題
を
考
え
る
』
と
題

し
、
今
後
の
寺
院
運
営
と
後
継
者
育
成

に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、
四
国
曹
青 

本
土
一
真
会

長
を
導
師
に
仏
祖
諷
経
が
厳
修
さ
れ
、

引
き
続
き
同
会
長
に
よ
る
主
催
者
挨

拶
、
そ
し
て
、
来
賓
を
代
表
し
て
四
国

管
区
長 
平　

賢
徳
老
師
お
よ
び
全
曹

青
会
長 

芳
村
元
悟
師
よ
り
ご
祝
辞
を

頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

第
一
部
は
、
青
年
宗
侶
、
寺
族
、
計

五
人
に
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
意
見
発
表
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
発
表
の
概
要

は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

 

（
発
表
概
要
）

愛
媛
県
今
治
市

 

観
音
寺
副
住
職　

上
本
英
昭
師

▽
人
の
た
め
に
寺
院
を
活
か
す
こ
と
が

必
要
だ
。
授
戒
会
を
通
じ
て
、
寺
と
の

つ
な
が
り
が
密
に
な
る
。
例
え
ば
、
ホ

ス
ピ
ス
（
末
期
ケ
ア
の
施
設
）
を
立
ち

上
げ
、
心
の
ケ
ア
、
無
常
観
を
説
い
て

い
く
。 

▽
葬
儀
は
、
元
来
寺
院
主
体

で
執
り
行
う
べ
き
。
葬
祭
業
者
に
頼
ら

ず
、
例
え
ば
分
区
（
組
寺
）
等
で
、
こ

れ
に
取
り
替
わ
る
施
設
を
立
ち
上
げ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
兼
職
の
副
住
職
、

寺
族
、
一
般
の
雇
用
も
生
ま
れ
る
の
で

は
な
い
か
。 

▽
現
世
利
益
を
方
便
と

し
て
、
霊
場
会
の
設
立
、
御
祈
祷
等
で

人
び
と
を
寺
に
寄
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

布
教
す
る
場
所
を
増
や
し
た
い
。
特
に

青
年
僧
は
布
教
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を

目
指
す
べ
き
だ
。

愛
媛
県
西
予
市

 

安
楽
寺
副
住
職　

水
谷
充
賢
師

▽
お
布
施
の
金
額
な
ど
、
一
般
の
方
と

の
感
覚
の
ズ
レ
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。 

▽
選
ば
れ
る
僧
侶
、
寺
院
に
な

る
努
力
。 

▽
透
明
な
会
計
報
告
（
完

全
な
公
開
）。 

▽
不
況
の
時
代
だ
か
ら

こ
そ
、
仏
教
の
力
を
発
揮
す
る
。
求
め

て
く
る
方
の
心
の
裏
（
本
心
）
を
読
み

取
る
僧
侶
に
な
る
。

高
知
県
須
崎
市

 
元
亨
院
徒
弟　

宮
本
隆
弘
師

▽
宗
教
離
れ
に
対
し
、
法
話
な
ど
を
通

じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、

寺
院
に
気
軽
に
き
て
も
ら
う
関
係
を
築

く
。 

▽
実
際
に
、
法
事
の
際
に
法
話

の
義
務
が
あ
る
宗
派
も
あ
る
。
難
し
い

話
ば
か
り
で
は
な
く
、
等
身
大
の
法
話

を
身
に
つ
け
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
同

世
代
の
宗
侶
同
士
に
よ
る
研
修
会
や
交

流
会
の
開
催
。 

▽
後
継
者
育
成
に
つ

い
て
は
、
進
路
を
考
え
る
年
頃
の
同
環

境（
僧
侶
の
子
弟
）の
交
流
会
な
ど
で
、

悩
み
を
相
談
し
た
り
、
励
ま
し
あ
っ
た

り
す
る
環
境
を
つ
く
る
。

愛
媛
県
北
宇
和
郡

 

玉
泉
寺
寺
族 

伊
藤
ゆ
み
子
氏

▽
義
父
が
体
調
不
良
に
よ
り
退
董
、
そ

の
後
住
職
と
校
長
を
兼
職
し
て
い
た
夫

の
急
死
。
長
男
が
大
学
卒
業
、
次
男
が

高
校
卒
業
の
頃
だ
っ
た
。
二
人
と
も
得

度
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
現
在
、
長

男
が
近
隣
の
御
寺
院
様
の
得
度
を
受
け

た
が
、
教
員
と
し
て
小
学
校
に
勤
務
し

て
い
る
。
檀
家
が
少
な
く
、
兼
職
で
生

計
を
保
っ
て
お
り
、
僧
堂
安
居
が
難
し

い
。 

▽
お
布
施
の
意
味
に
つ
い
て
、

檀
家
に
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
努
め
、

僧
侶
と
し
て
自
信
を
持
っ
て
取
り
組
ん

で
ほ
し
い
。

愛
媛
県
松
山
市

 

法
龍
寺
寺
族　

仁
田
晃
子
氏

▽
住
職
の
留
守
を
預
か
る
寺
族
が
、
檀 それぞれの立場からの発表で対応策が検討された

信
徒
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

深
め
る
こ
と
は
と
て
も
大
事
で
、
寺
檀

制
度
が
希
薄
化
し
て
い
る
都
市
部
に
お

い
て
、
檀
家
離
れ
を
防
ぐ
こ
と
に
繋
が

る
。 

▽
心
に
悩
み
を
抱
え
た
人
が
増

え
て
お
り
、
松
山
市
中
心
街
に
あ
る
法

龍
寺
に
も
訪
ね
て
こ
ら
れ
る
方
が
い

る
。
心
療
の
専
門
的
な
知
識
は
な
く
、

話
を
聞
い
て
共
感
す
る
だ
け
で
あ
る

が
、
だ
ん
だ
ん
明
る
く
な
っ
て
元
気
に

な
っ
て
く
れ
た
。
相
談
者
は
比
較
的
ま

じ
め
な
方
が
多
く
、
坐
禅
や
写
経
を
勧

め
て
い
る
。 

▽
坐
禅
会
、
写
経
会
、

梅
花
等
で
き
る
こ
と
か
ら
や
っ
て
み
る

こ
と
が
必
要
。
寺
院
の
た
め
に
な
る
と

い
う
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、
何
で
も
で
き

る
。 

▽
他
人
様
か
ら
感
謝
さ
れ
る
立

場
に
あ
る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
。

　

第
二
部
で
は
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し

て
四
国
管
区
長 

平　

賢
徳
老
師
、
愛

媛
県
宗
務
所
長 

星
野
尚
禪
老
師
、
四

国
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー
統
監 

矢
野
通

玄
老
師
、
全
曹
青
会
長 

芳
村
元
悟
師
、

愛
媛
県
宗
務
所
寺
族
会
長 

川
本
洋
子

氏
に
登
壇
い
た
だ
き
、
四
国
曹
青 

本

土
会
長
の
進
行
で
会
場
の
参
加
者
と
と

も
に
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

 

（
意
見
交
換
の
概
要
）

寺
院
運
営
・
希
薄
化
し
た
寺
檀
関
係
に

つ
い
て

▽
少
子
高
齢
化
、
都
市
部
へ
の
人
口
流

出
に
よ
り
農
村
部
の
過
疎
化
が
急
激
に

進
ん
で
お
り
、
確
実
に
檀
信
徒
は
減
少

し
、寺
院
の
運
営
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

▽
約
四
十
年
前
、
禅
宗
の
僧
侶
も
生
き

て
い
る
方
に
布
教
教
化
活
動
を
す
る
こ

本土一真四国曹青会長の導師により式典が始まった

大
会
名　

四
国
曹
青
管
区
大
会

テ
ー
マ　
『
こ
れ
か
ら
の
寺
院
の
か
か
え
る
諸
問
題
を
考
え
る
』

�

～
今
後
の
寺
院
運
営
と
後
継
者
育
成
に
つ
い
て
～

開
催
日　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
七
日（
火
）�

午
後
一
時
打
ち
出
し

会　

場　

東
京
第
一
ホ
テ
ル
松
山　

コ
ス
モ
ホ
ー
ル
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第
十
八
期
の
全
曹
青
は
、『
電
話
相
談
事
業
』
の
展
開
を

提
案
い
た
し
ま
す
。

　

現
代
社
会
は
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
化
し
、
旧

来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特

徴
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
人
び
と
に
孤
立
感
を
も
た
ら
し
、

さ
ら
に
、
自
殺
者
の
増
加
等
、
現
代
的
な
諸
問
題
の
一
因
と

な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
私
た
ち
は
『
電
話
相
談
』
に
注
目
し
ま
し
た
。

　

電
話
の
特
徴
は
、
身
近
で
日
常
的
で
あ
る
こ
と
で
す
。
そ

の
た
め
、
孤
立
を
感
じ
て
い
る
人
を
一
人
で
も
減
ら
す
た
め

に
、
一
つ
の
有
効
な
手
段
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
電
話
相
談
は
一
対
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
対
機
説
法
の
半
面
で
あ
る
“
い
の
ち
の

全曹青インフォメーション

声
に
耳
を
澄
ま
す
”
上
で
も
適
切
な
方
法
だ
と
言
え
ま
す
。

　

今
回
の
中
央
研
修
会
で
は
、
電
話
相
談
事
業
に
つ
い
て
説

明
し
、
実
際
に
電
話
相
談
の
模
擬
体
験
を
行
っ
て
い
た
だ

き
、
電
話
相
談
事
業
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

 

【
研
修
内
容
】

　

一
、
電
話
相
談
に
つ
い
て

　
　
　

～
な
ぜ
、い
ま
、全
曹
青
に
よ
る
電
話
相
談
な
の
か
～

　
　

・
趣
旨
と
目
的

　
　

・
電
話
相
談
の
方
法
と
利
点

　

二
、
電
話
相
談
の
模
擬
体
験
（
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
実
習
）

　

三
、
全
体
の
振
り
返
り

中　

央　

研　

修　

会

～
電
話
相
談
事
業
の
可
能
性
を
探
る
～

五
月
十
二
日
㈫　
十
時
三
十
分
～
十
二
時

�

於�

曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
研
修
道
場

「
い
の
ち
の
声
に
耳
を
澄
ま
す
」

と
が
必
要
だ
と
司
馬
遼
太
郎
氏
よ
り
指

摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
以
来
、

坐
禅
会
、
お
経
を
読
む
会
、
平
和
を
祈

る
会
な
ど
を
開
催
し
、
お
寺
に
出
向
い

て
も
ら
う
よ
う
努
め
て
い
る
。

▽
従
来
ど
お
り
ご
供
養
の
た
め
だ
け
で

お
寺
に
来
て
も
ら
う
こ
と
に
は
限
界
が

あ
る
の
で
、
祈
祷
な
ど
現
世
利
益
を
通

じ
、
お
寺
に
来
る
機
会
を
増
や
す
こ
と

も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
分
区（
組
寺
）

の
各
寺
院
が
、
そ
の
特
色
を
活
か
し
各

一
つ
で
も
行
事
を
行
う
と
、
相
互
の
収

入
に
な
る
。

▽
自
ら
が
檀
信
徒
に
出
向
く
。
法
事
に

行
っ
た
際
に
、
近
所
の
檀
家
に
立
ち
寄

り
声
を
か
け
て
い
る
。

▽
寺
院
と
檀
信
徒
が
お
互
い
に
良
か
っ

た
と
思
え
る
寺
院
づ
く
り
、
環
境
づ
く

り
を
す
る
。

後
継
者
問
題
・
寺
族
問
題
に
つ
い
て

▽
宗
憲
に
「
住
職
は
、
徒
弟
を
育
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、
後
継

者
育
成
は
住
職
の
義
務
で
あ
る
。

▽
檀
家
が
少
な
く
、
現
在
の
収
入
で
は

徒
弟
を
継
が
せ
る
の
は
心
配
で
あ
る
。

▽
在
家
出
家
者
を
直
ち
に
弟
子
と
し
て

寺
院
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
。

▽
兼
職
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
寺
院

に
お
い
て
、就
職
条
件
の
難
し
さ
か
ら
、

徒
弟
の
僧
堂
安
居
が
難
し
い
。

▽
後
継
者
が
決
ま
る
前
に
住
職
が
遷
化

し
た
場
合
な
ど
を
考
慮
し
て
、
准
教
師

の
寺
族
が
葬
儀
以
外
の
法
務
が
で
き
る

よ
う
に
な
ら
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
進
行
の
本
土
会
長
よ
り
、

今
年
一
月
発
行
の
「
そ
う
せ
い
」
一
四
四

号
に
掲
載
さ
れ
た
中
国
管
区
大
会
の
記

事
を
紹
介
し
、
宗
侶
の
質
の
向
上
な
ど

を
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
新
聞

の
記
事
を
引
用
し
、「
核
家
族
化
が
進

む
今
、
お
経
や
戒
名
や
お
布
施
の
意
味

な
ど
か
つ
て
常
識
と
い
わ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
住
職
は
説
明
責
任
を
求
め
ら
れ
て

い
る
。
過
疎
化
の
波
は
我
々
だ
け
の
力

で
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い

が
、
檀
信
徒
と
の
距
離
を
縮
め
る
方
法

は
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と

の
ま
と
め
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
最
後

に
、
四
国
曹
青 

宇
野
弘
倫
副
会
長
が

閉
会
挨
拶
を
行
い
、幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

　

今
大
会
の
テ
ー
マ
は
と
て
も
深
刻
且

つ
難
し
い
問
題
で
簡
単
な
処
方
箋
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
管
区
、
宗
務
所
、
寺

族
会
な
ど
各
団
体
と
と
も
に
、
今
後
も

こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
ご
来
賓
の
皆
さ
ま
方
、
ご

参
加
い
た
だ
い
た
御
寺
院
様
お
よ
び
寺

族
様
、
ご
支
援
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
、

準
備
等
で
ご
協
力
い
た
だ
い
た
会
員
各

位
に
御
礼
申
し
上
げ
、
大
会
の
報
告
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

合
掌

 

（
事
務
局
長　

高
木　

一
晃
）

アドバイザーの方がたにはさまざまな意見をいただいた
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304 自 徳 庵 様
321 善 華 寺 様
島根県第二
17 円 光 寺 様
23 法 雲 寺 様
42 常 徳 寺 様
44 吉 祥 寺 様
45 禅 覚 寺 様
47 弘 長 寺 様
50 妙 岩 寺 様
54 雲 松 寺 様
63 龍 覚 寺 様
80 長 寿 寺 様
98 法 船 寺 様
99 禅 慶 院 様
141 本 願 寺 様
徳 島 県
26 城 満 寺 様
高 知 県
8 永 禅 寺 様
愛 媛 県
116 法 龍 寺 様
146 興 雲 寺 様
福 岡 県
16 喜 久 寺 様
28 桂 木 寺 様
102 能 満 寺 様
103 天 聖 寺 様
107 天 徳 寺 様
110 松 山 寺 様
117 長 安 寺 様
146 禅 福 寺 様
178 常 関 寺 様
大 分 県
8 豊 音 寺 様
76 福 厳 寺 様
82 多 福 院 様
93 神 光 寺 様
長崎県第一
1 皓 臺 寺 様
8 円 福 寺 様
78 宝 泉 寺 様
88 慈 光 院 様
長崎県第三
94 円 光 寺 様
96 観世音寺様
101 南 明 寺 様
佐 賀 県
34 栄 蔵 寺 様
108 光 明 寺 様
118 養 寿 寺 様
144 世 尊 院 様
168 常 楽 寺 様
181 本 覚 寺 様
194 普 恩 寺 様
249 正 蔵 寺 様
熊本県第一
3 報 恩 寺 様
48 神 照 寺 様
60 含 蔵 寺 様
64 玉 祥 寺 様
熊本県第二
79 向 陽 寺 様
88 明 徳 寺 様
92 宗 心 寺 様
宮 崎 県
6 祐 国 寺 様
22 大 雄 寺 様
53 帝 釈 寺 様

60 如 意 寺 様
鹿 児 島 県
3 大 中 寺 様
長野県第一
71 苔 翁 寺 様
121 浄 光 庵 様
123 真 蔵 寺 様
147 徳 応 院 様
158 満 泉 寺 様
179 正 福 寺 様
213 盛 隆 寺 様
224 玄 照 寺 様
237 昌 福 寺 様
250 自 成 寺 様
279 大 徳 寺 様
300 威 徳 院 様
306 城 光 院 様
340 自 性 院 様
372 長 昌 寺 様
長野県第二
375 龍 雲 寺 様
386 西 福 寺 様
400 長 久 寺 様
421 青 原 寺 様
434 源 長 寺 様
460 法 雲 寺 様
484 圓 應 院 様
512 浄 蓮 寺 様
537 正 法 寺 様
565 阿弥陀寺様
595 検 校 庵 様
福 井 県
9 永 昌 寺 様
27 龍 澤 寺 様
47 瑞 祥 寺 様
48 洞 雲 寺 様
69 龍 門 寺 様
145 瑞 林 寺 様
197 洞 源 寺 様
218 常 福 寺 様
265 西 方 寺 様

玄 洞 窟 様
石 川 県
79 東 光 寺 様
132 定 光 院 様
富 山 県
81 長 朔 寺 様
83 永 久 寺 様
167 観 音 寺 様
206 慈 眼 寺 様
新潟県第一
311 大 慈 寺 様
325 興 善 寺 様
331 東 岸 寺 様
358 円 光 寺 様
373 常 福 寺 様
382 光 照 寺 様
383 瑞 泉 寺 様
393 曹 源 寺 様
407 長 興 寺 様
412 甑 洞 庵 様
439 林 興 庵 様
453 龍 沢 寺 様
460 龍 谷 院 様
496 長 楽 寺 様
729 大 日 寺 様
782 観 音 寺 様
新潟県第二
702 江 西 院 様

新潟県第三
514 長 命 寺 様
519 少 林 寺 様
581 大 安 寺 様
586 城 鎮 寺 様
646 名 立 寺 様
779 大 日 庵 様
新潟県第四
1 龍 雲 寺 様
44 百観音寺様
53 英 林 寺 様
82 養 廣 寺 様
110 鑑 洞 寺 様
183 瑞 泉 寺 様
185 見 国 寺 様
186 龍 澤 寺 様
212 太 總 寺 様
228 雲 泉 寺 様
259 長 楽 寺 様
281 常 楽 寺 様
733 光 明 寺 様
738 不 動 寺 様
福 島 県
10 佛 母 寺 様
14 円 通 寺 様
25 安 洞 院 様
42 龍 泉 寺 様
61 興 國 寺 様
63 昌 源 寺 様
67 昌 福 寺 様
68 大 林 寺 様
74 洞 雲 寺 様
85 松 原 寺 様
101 成 林 寺 様
104 成 願 寺 様
107 岳 林 寺 様
111 普 光 寺 様
113 円 照 寺 様
122 慈 恩 寺 様
131 天 性 寺 様
139 徳 成 寺 様
153 長 壽 院 様
154 雲 月 寺 様
155 善 通 寺 様
175 天 沢 寺 様
178 廣 度 寺 様
226 常 隆 寺 様
230 大 安 寺 様
254 同 慶 寺 様
265 法 輪 寺 様
278 淨 円 寺 様
297 蘭 秀 寺 様
304 梵 音 寺 様
370 秀 長 寺 様
372 恵 倫 寺 様
374 常 徳 寺 様
377 宝 積 寺 様
406 浄 泉 寺 様
宮 城 県
4 円 福 寺 様
20 栽 松 院 様
22 光 寿 院 様
24 妙 心 院 様
25 龍 泉 院 様
41 耕 田 寺 様
49 化 度 寺 様
69 見 松 寺 様
71 光 西 寺 様
83 向 泉 寺 様

113 繁 昌 院 様
127 龍 島 院 様
198 積 雲 寺 様
203 洞 雲 寺 様
205 龍 川 寺 様
214 実 相 寺 様
282 耕 徳 院 様
284 西 雲 寺 様
286 統 禅 寺 様
295 松 巌 寺 様
308 洞 仙 寺 様
324 光 厳 寺 様
327 観 音 寺 様
386 大 徳 寺 様
392 金 秀 寺 様
407 海 蔵 寺 様
418 光 明 寺 様
432 耕 田 寺 様
岩 手 県
2 祇 陀 寺 様
25 宝 積 寺 様
28 聖 福 寺 様
31 喜 雲 寺 様
32 吉 祥 寺 様
51 蟠 龍 寺 様
52 福 蔵 寺 様
55 長 壽 寺 様
56 地 蔵 寺 様
58 長 福 寺 様
89 玉 泉 寺 様
111 西 泉 寺 様
120 菅 生 院 様
122 石 洞 寺 様
143 鳳 凰 寺 様
166 宝 泉 寺 様
171 光 西 寺 様
186 大 光 寺 様
199 保 寿 寺 様
214 永 沢 寺 様
232 龍 昌 寺 様
245 常 楽 寺 様
278 宝 鏡 院 様
288 長 福 寺 様
294 三 光 寺 様
青 森 県
17 普 門 院 様
19 宗 徳 寺 様
20 盛 雲 院 様
28 宝 泉 院 様
31 陽 光 院 様
39 正 法 院 様
69 常 現 寺 様
98 東 光 寺 様
100 澄 月 寺 様
108 常 光 寺 様
110 長 昌 寺 様
144 萬 松 寺 様
188 興 雲 寺 様
山形県第一
14 耕 雲 寺 様
32 安 養 寺 様
52 柳 澤 寺 様
101 長 泉 寺 様
142 陽 春 院 様
151 長 谷 寺 様
155 岩 松 院 様
182 養 源 寺 様
214 長 泉 寺 様
216 瑞 雲 院 様

241 福 昌 寺 様
山形県第二
307 太 覚 院 様
332 常 安 寺 様
337 満 福 寺 様
346 長 福 寺 様
352 盤 昌 寺 様
365 林 泉 寺 様
372 昌 伝 庵 様
408 普 済 寺 様
山形県第三
438 西 光 寺 様
468 宗 伝 寺 様
510 西 光 寺 様
611 妙 楽 院 様
641 宝 泉 寺 様
659 持 地 院 様
663 正 徳 寺 様
718 長 渕 寺 様
728 泉 宝 寺 様
秋 田 県
6 妙 覚 寺 様
22 源 正 寺 様
26 洞 泉 寺 様
30 嶺 徳 院 様
31 本 明 寺 様
49 乗 江 院 様
85 宝 円 寺 様
104 普 門 院 様
117 龍 王 寺 様
118 禅 林 寺 様
122 龍 雲 寺 様
128 耕 傳 寺 様
136 長 谷 寺 様
141 香 川 寺 様
157 香 積 寺 様
162 祥 雲 寺 様
181 黄 龍 寺 様
192 善 福 寺 様
193 祗 薗 寺 様
203 瑞 雲 寺 様
209 満 友 寺 様
211 永 泉 寺 様
212 霊 仙 寺 様
214 福 昌 寺 様
235 龍 巌 寺 様
243 宝 藏 寺 様
244 宝 泉 寺 様
258 鳳 来 院 様

272 徳 昌 寺 様
281 月 宗 寺 様
284 善 徳 寺 様
302 天 昌 寺 様
311 全 応 寺 様
321 鏡 得 寺 様
323 恩 徳 寺 様
336 円 通 寺 様
341 金 浦 寺 様
北海道第一
25 龍 穏 寺 様
29 法 幢 寺 様
39 正 覚 院 様
61 龍 巌 寺 様
65 法 輪 寺 様
90 含 笑 寺 様
94 曹 源 寺 様
95 龍 興 寺 様
96 観 音 寺 様
254 北 大 寺 様
327 大 宥 寺 様
353 龍 宝 寺 様
367 観 音 寺 様
481 常 禅 寺 様
484 禅 福 寺 様
北海道第二
101 天 津 寺 様
113 万 松 寺 様
120 大 雄 寺 様
165 玉 運 寺 様
171 開 原 寺 様
179 全 休 寺 様
181 永 祥 寺 様
191 泰 源 寺 様
239 禅 昌 寺 様
248 總 泉 寺 様
279 西 乗 寺 様
391 禅 昭 寺 様
395 石 雲 寺 様
445 龍 澤 寺 様
455 玉 法 寺 様
465 大 安 寺 様
北海道第三
225 明 光 寺 様
229 東 陽 寺 様
242 祇 園 寺 様
244 報 国 寺 様
308 寿 徳 寺 様
235 常 照 寺 様
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東 京 都
25 慈 眼 院 様
48 仙 翁 寺 様
54 萬 福 寺 様
79 保 善 寺 様
86 天 徳 院 様
105 鳳 林 寺 様
119 泉 龍 寺 様
266 蓮 生 寺 様
278 髙 乘 寺 様
309 天 寧 寺 様
311 妙 光 院 様
313 聞 修 院 様
317 龍 雲 寺 様
356 宝 蔵 寺 様
389 立 川 寺 様
大辻しのぶ様

神奈川県第一
323 高 長 寺 様
神奈川県第二
1 本 覚 寺 様
2 西 有 寺 様
4 宗 興 寺 様
16 正 観 寺 様
27 東 林 寺 様
36 円 福 寺 様
71 随 流 院 様
81 貞 昌 院 様
83 正 翁 寺 様
92 良 長 院 様
119 泉 秋 寺 様
127 寿 昌 寺 様
131 乘 福 寺 様
埼玉県第一
13 宝 泉 寺 様
32 東 光 寺 様
49 昌 福 寺 様
58 真 浄 寺 様
59 長 龍 寺 様
97 福 厳 寺 様
106 光 厳 寺 様
110 香 林 寺 様
116 梅 田 寺 様
123 正 明 寺 様

154 長 松 寺 様
161 建 福 寺 様
404 満 讃 寺 様
418 全 久 院 様
434 安 養 院 様
436 陽 雲 寺 様
埼玉県第二
238 松 林 寺 様
247 天 岑 寺 様
248 長 泉 寺 様
261 谷 雲 寺 様
271 龍 泉 寺 様
320 西 光 寺 様
331 曹 源 寺 様
355 金 泉 寺 様
360 宝 薬 寺 様
460 天 正 寺 様
群 馬 県
73 徳 昌 寺 様
83 常 仙 寺 様
90 萬 松 寺 様
99 龍 傳 寺 様
111 雲 林 寺 様
194 善 宗 寺 様
257 長 伝 寺 様
294 海 源 寺 様
296 宝 泉 寺 様
309 永 福 寺 様
320 龍 源 寺 様
栃 木 県
22 龍 蟠 寺 様
30 永 林 寺 様
51 豊 栖 院 様
71 明 林 寺 様
80 長 安 寺 様
86 妙 蕙 寺 様
94 天 性 寺 様
106 實 相 院 様
132 宗 泉 寺 様
茨 城 県
49 東 漸 寺 様
76 雲 集 寺 様
113 常 晃 寺 様
119 釣 船 寺 様

164 正 法 寺 様
182 龍 心 寺 様
197 長 龍 寺 様
千 葉 県
7 満 蔵 寺 様
8 重 俊 院 様
10 流 山 寺 様
12 高 根 寺 様
17 長 福 寺 様
20 福 寿 院 様
25 満 福 寺 様
28 長 福 寺 様
29 慶 林 寺 様
34 鏡 円 寺 様
35 海 福 寺 様
48 観 音 寺 様
60 東 伝 院 様
68 超 林 寺 様
76 全 宅 寺 様
93 芳 泰 寺 様
95 寶 應 寺 様
198 太 髙 寺 様
209 天 性 院 様
212 真 光 寺 様
243 最勝福寺様
272 永 泉 寺 様
302 源 慶 院 様
山 梨 県
28 大 殊 寺 様
162 法 久 寺 様
276 泉 福 院 様
469 延 宝 院 様
482 慈 眼 院 様
558 安 福 寺 様
静岡県第一
6 瑞 龍 寺 様
9 然 正 院 様
27 泉 秀 寺 様
40 龍 津 寺 様
50 盤 龍 寺 様
61 長 光 寺 様
67 宝 寿 院 様
112 石 蔵 院 様
131 見 性 寺 様

138 龍 興 寺 様
219 慈 林 寺 様
388 林 叟 院 様
399 筧 沢 寺 様
551 成 道 寺 様
556 信 香 院 様
559 圓 泉 寺 様
静岡県第二
229 法 華 寺 様
230 宗 徳 院 様
233 長 光 寺 様
328 林 泉 寺 様
329 永 昌 寺 様
静岡県第三
585 成 因 寺 様
603 江 松 庵 様
608 養 勝 寺 様
634 光 明 院 様
699 極 楽 寺 様
739 世 楽 院 様
832 善 勝 寺 様
869 龍 眠 寺 様
870 窓 泉 寺 様
1194 円 通 寺 様
1197 積 名 寺 様
1202 松 蔵 寺 様
1208 法 雲 寺 様
1228 栄 林 寺 様
1234 松 久 院 様
1243 洞 光 寺 様
1302 可 睡 斎 様
1335 福 正 寺 様
静岡県第四

1061 保 福 寺 様
1097 大 聖 寺 様
1112 大 安 寺 様
1129 随 縁 寺 様
1140 竹 林 寺 様
1143 金 剛 寺 様
愛知県第一
34 伝 昌 寺 様
58 聚 福 院 様
70 慈 済 寺 様
75 松 音 寺 様
91 法 持 寺 様
94 法 正 寺 様
96 全 隆 寺 様
102 月 笑 寺 様
120 宝 珠 院 様
131 天 年 寺 様
147 成 道 寺 様
152 龍 谷 寺 様
158 秀 伝 寺 様
163 清 安 寺 様
170 宝 生 寺 様
172 前 熊 寺 様
182 觀 昌 寺 様
202 世 尊 寺 様
207 萬 渓 寺 様
222 本 光 寺 様
261 薬 師 寺 様
275 泉 徳 寺 様
293 康 勝 寺 様
296 大 吉 寺 様
309 常 宿 寺 様
313 長 松 寺 様
323 龍 潭 寺 様
340 興 禅 寺 様
354 広 済 寺 様

366 宝 長 寺 様
628 霊 岩 寺 様
629 神 龍 寺 様
635 永 澤 寺 様
1037 徳 林 寺 様
1088 地 蔵 寺 様
1191 智 光 院 様
愛知県第二
684 花 井 寺 様
723 西 漸 寺 様
783 法 住 寺 様
815 西 光 寺 様
816 松 音 寺 様
819 江 福 院 様
841 育 清 院 様
902 慈 眼 寺 様
愛知県第三
411 福 田 寺 様
431 報 恩 寺 様
557 楞 厳 寺 様
1105 仙 翁 寺 様
1106 宝 鏡 寺 様
岐 阜 県
38 最 勝 寺 様
127 増 福 寺 様
162 清 楽 寺 様
167 正 宗 寺 様
203 増 徳 寺 様
240 林 陽 寺 様
245 良 守 寺 様
三重県第一
24 一 心 院 様
31 永 源 寺 様
37 四天王寺様
48 種 徳 軒 様
132 地 蔵 寺 様
144 福 源 寺 様
166 陽 光 寺 様
188 廣 泰 寺 様
203 等 観 寺 様
213 正 泉 寺 様
240 安 心 寺 様
269 大 蓮 寺 様
275 龍 祥 寺 様
276 地 蔵 院 様
三重県第二
389 海 岸 寺 様
滋 賀 県
35 慈 眼 院 様
132 慶 徳 寺 様
201 林 慶 寺 様
京 都 府
11 洞 泉 寺 様
70 護 国 寺 様
73 春 現 寺 様
171 太 虚 寺 様
236 善 光 寺 様
256 長 松 寺 様
354 蓮 華 寺 様
355 龍 献 寺 様
367 福 昌 寺 様
389 万 福 寺 様
大 阪 府
10 梅 旧 院 様
31 正 泉 寺 様
38 慈 願 寺 様
39 霊 松 寺 様
69 永 興 寺 様
88 正 俊 寺 様

94 黄 梅 寺 様
奈 良 県
5 興 大 寺 様
18 薬 師 寺 様
25 宝 泉 寺 様
兵庫県第一
5 永 昌 寺 様
9 三 宝 院 様
55 長 命 寺 様
287 向 榮 寺 様
302 月 照 寺 様
308 宝 珠 寺 様
374 成 国 寺 様
375 金 剛 寺 様
393 安 養 寺 様
399 医 王 寺 様
兵庫県第二
121 徳 壽 寺 様
135 弘 誓 寺 様
173 瑞 雲 寺 様
188 興 禅 寺 様
211 薬 師 寺 様
223 龍 蔵 寺 様
227 洞 仙 寺 様
270 臨 川 寺 様
276 新 宮 寺 様
岡 山 県
105 長 松 院 様
128 楊 柳 寺 様
131 済 渡 寺 様
140 明 本 寺 様
広 島 県
3 養 徳 院 様
17 存 光 寺 様
22 光 禅 寺 様
26 正 福 寺 様
34 吉 祥 寺 様
78 昌 源 寺 様
106 信 光 寺 様
135 鳳 林 寺 様
152 雲 龍 寺 様
177 功 徳 寺 様
185 明 福 寺 様
187 仙 房 寺 様
山 口 県
1 禅 昌 寺 様
44 東 林 寺 様
86 興 元 寺 様
142 弥 勒 寺 様
172 広 福 寺 様
212 功 山 寺 様
229 妙 栄 寺 様
鳥 取 県
30 長 通 寺 様
32 吉 成 寺 様
48 譲 伝 寺 様
80 定 光 寺 様
143 瑞 応 寺 様
146 妙 楽 寺 様
156 福 厳 院 様
159 大 祥 寺 様
163 雲 光 寺 様
168 聖 福 寺 様
185 源 泉 寺 様
195 普 音 寺 様
島根県第一
209 円 通 寺 様
231 岩 瀧 寺 様
282 瑠 璃 寺 様
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委
員
会
紹
介

広

報

委

員

会

委
員
会
活
動

　

広
報
委
員
会
は
、
全
国
曹
洞
宗
青
年

会（
以
下
、全
曹
青
）発
行
の
広
報
誌『
そ

う
せ
い
』
の
編
集
並
び
に
定
期
発
行
を

活
動
の
主
体
と
し
て
い
ま
す
。

　
『
そ
う
せ
い
』
の
掲
載
記
事
に
関
し

て
は
、
改
め
て
各
委
員
会
並
び
に
各
曹

青
会
の
活
動
紹
介
を
主
体
と
し
た
記
事

編
成
に
努
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
読
者
の
要

望
に
応
え
る
形
の
誌
面
作
り
を
心
掛
け

ま
し
た
。ま
た
、会
報
誌
と
し
て
の
役
割

に
比
重
を
お
き
な
が
ら
も
、
ど
の
よ
う

な
方
に
も
伝
わ
る
よ
う
な
視
点
に
立
ち
、

よ
り
平
易
明
快
な
記
事
を
め
ざ
し
広
く

報し
ら

せ
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
し
た
。

掲
載
記
事
へ
の
憶
い

　

先
ず
、広
報
誌『
そ
う
せ
い
』の
前
身
で

あ
り
ま
す
、昭
和
五
十
年
全
曹
青
の
発

足
時
か
ら
続
い
た『
曹
青
通
信
』の
所
感

か
ら
筆
を
進
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

各
期
の
『
曹
青
通
信
』
へ
目
を
通
し

ま
す
と
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
記
事
や
事

業
が
先
進
的
で
格
調
高
く
、
宗
門
の
威

厳
を
強
く
感
じ
た
と
い
う
の
が
率
直
な

感
想
で
し
た
。
な
か
で
も
、
発
足
時
の

『
曹
青
通
信
』
に
、
当
時
の
宗
務
総
長

田
辺
哲
崖
老
師
が
綴
ら
れ
た
『
時
代
の

要
請
に
答
え
よ
』
と
題
し
た
コ
ラ
ム
に

「
道
心
の
発
露
と
し
て
、
社
会
に
働
き

か
け
、
ま
た
こ
れ
が
青
年
会
活
動
の
バ

ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て

い
た
だ
き
た
い
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
印
象
的
で
し
た
。
時
代
の
流
れ
は

変
わ
っ
て
い
て
も
、
時
の
青
年
宗
侶
が

何
か
に
疑
問
を
持
ち
、
考
え
抜
い
た
事

業
の
本
質
的
な
礎
に
お
い
て
は
、
大
き

な
変
化
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

感
じ
た
次
第
で
す
。

　

昨
今
に
お
け
る
情
報
量
の
多
さ
を
当

時
と
比
較
す
る
と
、
当
然
取
捨
選
択
の

多
い
現
代
の
方
が
有
利
と
考
え
ら
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
正
直
な
と
こ
ろ

情
報
量
の
多
さ
に
混
乱
を
き
た
し
て
い

る
の
が
実
状
で
す
。
そ
の
情
報
が
氾
濫

す
る
中
に
お
い
て
、
ど
の
記
事
や
事
業

が
他
の
メ
デ
ィ
ア
や
団
体
と
の
区
別
化

が
図
れ
る
の
か
が
、
今
期
最
初
の
課
題

で
し
た
。
そ
こ
で
、
編
集
方
針
と
し
て

は
、
各
曹
青
会
の
活
動
報
告
を
主
と
し

な
が
ら
も
、
賛
否
両
論
が
あ
る
こ
と
は

承
知
の
上
、
仏
教
理
念
を
根
底
に
し
た

多
角
的
な
様
相
の
特
集
と
記
事
編
成
に

取
り
組
ん
で
参
り
ま
し
た
。
た
と
え
少

数
で
も
、
各
人
の
活
動
契
機
に
繋
が
れ

ば
と
い
う
一
心
で
掲
載
し
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
思
い
及
ば
ず
来
期
の
広
報
委

員
会
に
託
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

〈図１〉
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こ
れ
ま
で
第
十
五
期
か
ら

か
ら
の
六
年
間
、
微
力
な
が

ら
広
報
委
員
会
の
一
員
と
し

て
編
集
業
務
に
た
ず
さ
わ
っ

て
参
り
ま
し
た
。
特
に
、
今
期
は
委
員
長
と
い
う

立
場
を
力
量
不
足
な
が
ら
も
拝
命
し
、
心
強
い
委

員
会
ス
ク
ラ
ム
を
組
め
た
こ
と
に
よ
り
、
至
ら
な

い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
が
無
事
に
努
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
法
縁
に
対
し
、
感
謝
の
一
言
に

尽
き
ま
す
。

　

二
年
間
、
我
わ
れ
若
者
の
一
活
動
を
あ
た
た
か

く
見
守
っ
て
い
た
だ
い
た
読
者
の
皆
さ
ま
、
誠
に

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

副
委
員
長
・
板　

倉　

省　

吾

�

（
い
ず
も
曹
洞
宗
青
年
会
）

　

今
期
の
活
動
で
「
あ
ま
ん

ず
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」
を
担

当
し
、
打
ち
合
わ
せ
の
中
で

飯
島
師
か
ら
色
々
な
お
話
を

伺
い
、
今
ま
で
私
が
知
り
得
な
か
っ
た
尼
僧
さ
ん

の
現
状
を
多
く
知
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
四
衆

と
い
う
僧
団
構
成
に
つ
い
て
、
改
め
て
深
く
考
え

た
任
期
中
で
し
た
。
同
じ
く
担
当
し
た
「
そ
う
と

う
衆
列
伝
」で
は
、長
い
伝
灯
の
中
で
異
彩
を
放
っ

た
と
思
わ
れ
る
禅
傑
た
ち
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

伝
灯
と
は
一
灯
の
連
な
り
で
あ
り
、
私
自
身
も
、

そ
の
一
灯
と
し
て
の
儚
さ
と
明
る
さ
を
再
確
認
し

ま
し
た
。
何
れ
も
、
全
曹
青
と
い
う
大
き
な
組
織

の
中
で
、
少
数
の
読
者
で
も
良
い
か
ら
深
く
腑
落

ち
す
る
記
事
を
、
と
志
向
し
た
も
の
で
す
が
、
そ

れ
な
り
の
反
応
、
無
反
応
を
賜
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

副
委
員
長
・
青　

野　

貴　

芳

�

（
曹
洞
宗
静
岡
県
第
一
宗
務
所
青
年
会
）

　

前
期
よ
り
二
期
に
渡
っ
て

広
報
委
員
を
務
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
記

事
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
中
で
も
、「
禅
知
識
ま
ん
だ
ら
」
は

二
期
十
六
号
を
通
し
て
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
今
の
時
代
に
合
わ
せ
た
坐
禅
の
あ
り
方
を

模
索
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
い
う
個
人
的

な
思
い
か
ら
企
画
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

公
益
性
も
高
い
と
信
じ
て
担
当
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。今
思
え
ば
、独
り
よ
が
り
な
部
分
も
多
々
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
慚
愧
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
、
や
や
冒
険
的

か
と
も
思
え
る
企
画
の
存
続
を
お
許
し
い
た
だ
い

た
読
者
の
ご
寺
院
様
等
、
並
び
に
、
宗
門
の
寛
大

さ
に
対
し
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
の
他
、
到
ら
な
い
点
も
多
々
あ
っ
た
か
と
思

い
ま
す
。
お
支
え
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
、
深
く

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
重
ね
て
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

委　
　

員
・
志
保
見　

道　

一�

（
個
人
会
員
）

委　
　

員
・
吉　

田　

義　

弘

�

（
宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
）

　

二
年
間
、
皆
さ
ま
の
お
か

げ
で
無
事
勤
め
る
事
が
出
来

ま
し
た
。
今
後
、
こ
の
経
験

を
活
か
し
て
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

委　
　

員
・
松　

岡　

広　

也

�

（
曹
洞
宗
静
岡
県
第
一
宗
務
所
青
年
会
）

　

広
報
委
員
と
し
て
こ
の
二

年
間
で
本
当
に
た
く
さ
ん
の

こ
と
を
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
一
読

者
と
し
て
何
気
な
く
拝
見
し

て
い
た
だ
け
の
『
そ
う
せ
い
』
で
し
た
が
、
担
当

し
た
記
事
が
活
字
に
な
る
こ
と
に
は
喜
び
を
感
じ

る
と
同
時
に
大
き
な
責
任
を
伴
う
こ
と
を
痛
感
い

た
し
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
御
法
縁
を
頂
戴
し
、

貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
全
曹
青
の
活
動
を
支

援
し
て
下
さ
る
全
国
の
御
寺
院
様
に
は
、
こ
の
場

を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

各

委

員

コ

メ

ン

ト



全曹青インフォメーション

『
そ
う
せ
い
』の
編
集
に
つ
い
て

　

最
初
に
、
編
集
作
業
の
取
材
手
法
・

作
業
効
率
・
誌
面
の
視
覚
的
向
上
等
に

つ
い
て
見
直
し
を
図
り
、
今
期
か
ら
新

た
な
編
集
作
業
を
導
入
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
Ｉ
Ｔ
委
員
会
と
の
協
働
事
業
で

あ
る
、
ブ
ロ
グ
形
式
に
よ
る
編
集
作
業

で
あ
り
ま
す
。（
図
１
参
照
）

　

こ
ち
ら
は
、「
Ｚ
Ｅ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ

Ｉ　

ｏ
ｎ　

Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｔ
」
の

頭
文
字
を
あ
し
ら
い
「
Ｚ
Ｏ
Ｉ
」
と
称

し
ま
す
。
特
徴
は
、
各
人
が
ア
ッ
プ
ロ

ー
ド
し
た
デ
ー
タ
の
共
有
が
可
能
な
こ

と
で
す
。
更
に
、
委
員
会
内
や
各
委
員

会
・
執
行
部
・
理
事
関
係
者
が
ロ
グ
イ

ン
さ
え
す
れ
ば
、
誰
で
も
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
る
上
で
、
組
織
内
部
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
こ
と
を
念

頭
に
当
委
員
会
で
は
編
集
業
務
に
運
用

し
ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
メ
ー
ル
で
の
送
受
信
に

お
け
る
確
認
作
業
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
解

消
さ
れ
、
な
お
か
つ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

が
見
ら
れ
る
環
境
に
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に

確
認
が
と
れ
る
こ
と
に
よ
り
編
集
の
作

業
効
率
が
大
幅
に
向
上
し
た
と
実
感
し

て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
運
用
の
理
由
と
は
、
現
在
ま
で

紡
が
れ
て
き
た
全
曹
青
各
期
の
諸
先
輩

か
ら
の
法
灯
を
消
さ
ぬ
よ
う
に
と
考
え
、

委
員
会
の
一
人
ひ
と
り
が
、
日
々
の
檀

務
な
ど
と
共
に
片
手
間
に
し
か
作
業
で

き
な
い
状
況
下
に
お
い
て
、
今
期
の
委

員
会
は
も
と
よ
り
、
今
後
の
会
員
諸
師

へ
の
人
的
負
担
軽
減
に
繋
が
れ
ば
と
考

え
た
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
で
き
な
く
と
も
、
情

報
交
換
は
携
帯
電
話
に
て
も
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
が
誰

か
を
補
佐
し
て
い
く
形
は
、
今
後
も
変

わ
ら
な
い
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　
『
そ
う
せ
い
』
発
行
に
つ
い
て
、
今

期
の
二
年
間
を
回
顧
し
ま
す
と
、
当
初

は
委
員
会
編
成
の
着
手
か
ら
始
ま
り
、

編
集
方
針
の
検
討
・
決
定
、
取
材
・
編

集
と
目
前
の
作
業
に
邁
進
す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な

没
頭
す
る
中
に
と
て
も
大
き
な
法
・
ご

縁
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
が
事
実
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
遅
延
す
る
こ
と
な
く
定
期

発
行
が
で
き
た
の
も
、
ひ
と
え
に
全
国

の
ご
寺
院
様
の
ご
賛
助
と
宗
務
庁
教
化

部
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
、
並
び
に
各
地

域
の
曹
青
会
の
皆
さ
ま
や
全
曹
青
執
行

部
・
理
事
・
各
委
員
会
諸
師
の
皆
さ
ま

の
ご
助
言
と
ご
協
力
な
し
で
は
、
で
き

得
な
か
っ
た
こ
と
と
痛
感
し
て
お
り
ま

す
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て
、
あ

ら
た
め
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

次
号
か
ら
は
、
第
十
八
期
全
曹
青
の

新
体
制
に
て
広
報
誌
『
そ
う
せ
い
』
も

刷
新
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ま
に
は
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
賜

り
ま
す
よ
う
、
伏
し
て
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

�
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委　
　

員
・
関　

根　

和　

明

�

（
曹
洞
宗
埼
玉
県
第
一
宗
務
所
青
年
会
）

　

今
回
第
十
七
期
広
報
委
員

会
に
僅
か
ば
か
り
で
も
か
か

わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
者
と

し
て
い
え
る
こ
と
は
、
本
当

に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
、
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
自
分
な
ど
は
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
、
皆
の
足
を
引
っ
張
っ
て
し
ま
っ
た
方

で
す
が
、
参
加
し
て
初
め
て
学
ん
だ
こ
と
も
多
く

あ
り
ま
す
し
、
志
の
高
さ
を
糧
に
精
力
的
に
活
動

し
て
い
る
方
が
こ
ん
な
に
多
い
と
い
う
こ
と
も
知

り
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

委
託
委
員
・
大　

村　

則　

道

�

（
曹
洞
宗
静
岡
県
第
一
宗
務
所
青
年
会
）

　

企
画
段
階
に
お
い
て
は
何

の
お
役
に
も
立
て
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
ネ
ッ
ト
環
境
の
お

か
げ
で
、
自
坊
に
い
た
ま
ま

本
誌
の
校
正
作
業
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
全
国
御
寺
院
様
の
さ
ま
ざ
ま
な

ご
活
躍
・
ご
提
言
を
発
行
前
に
い
ち
早
く“
読
者
”

と
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
無
上
の
ひ

と
と
き
で
し
た
。
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し

た
こ
と
に
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
深
く
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

委
託
委
員
・
大　

室　

英　

暁

　

前
期
に
引
き
続
き
二
年
間

『
そ
う
せ
い
』
の
委
託
委
員

を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。顧
み
ま
す
と
、

編
集
会
議
に
い
つ
も
遅
れ
て
駆
け
つ
け
、
委
員
諸

兄
に
は
迷
惑
の
か
け
通
し
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、

連
載
企
画
「
そ
う
と
う
衆
列
伝
」
の
黒
崎
禅
翁
師

の
取
材
の
た
め
に
、
群
馬
県
館
林
市
の
雲
龍
寺
様

を
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
伊
東
方
己
御
住
職
様

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
お
伺
い
で
き
た
こ
と

は
、
あ
り
が
た
い
思
い
出
と
し
て
記
憶
に
残
っ
て

い
ま
す
。
百
年
以
上
も
前
に
社
会
的
「
悪
」
と
対

峙
し
た
宗
侶
が
い
た
こ
と
を
知
り
、
宗
門
の
末
席

を
汚
す
者
と
し
て
誇
り
に
思
い
ま
し
た
。
二
年
間

の
す
べ
て
を
書
き
綴
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

編
集
の
現
場
で
い
た
だ
い
た
ご
縁
を
大
切
に
し
、

経
験
を
今
後
の
人
生
に
活
か
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
二
年
間
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

委
託
委
員
・
古　

山　

健　

一

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
か
ら
、

「
反
政
府
（
軍
事
政
権
）
的

活
動
」
と
や
ら
を
理
由
に
査

証
発
給
を
拒
否
さ
れ
て
、
一

年
少
々
が
経
過
し
た
。
最
後

に
訪
れ
た
の
は
二
〇
〇
七
年
九
月
、
旧
首
都
ヤ
ン

ゴ
ン
で
僧
侶
と
市
民
ら
に
よ
る
、
軍
政
に
対
す
る

大
規
模
な
抗
議
デ
モ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
最
中

だ
っ
た
。

　

今
ふ
た
た
び
、
訪
問
の
機
会
が
与
え
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
ふ
と
郷
愁
に
も
似
た
気
持
ち
に
か

ら
れ
る
。
サ
イ
ク
ロ
ン
で
消
息
不
明
の
知
人
の
こ

と
も
心
配
だ
。
し
か
し
…
。
旅
を
学
問
に
し
て
い

る
者
の
苦
し
み
が
こ
こ
に
あ
る
。

委
託
委
員
・
狩　

野　

晃　

一

　　

駒
澤
大
学
図
書
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
貴
重
図
書
を
ご

紹
介
す
る｢

ネ
ッ
ト
で
愉
し

む
禅
籍
サ
ー
フ
ィ
ン
」
を

担
当
い
た
し
ま
し
た
。
比
較
的
多
数
の
原
本
・
異

本
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
成
功
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
利
用
は
一
部
に
限
ら
れ
て
お
り
、
よ

り
多
く
の
方
に
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
一

心
で
選
定
・
執
筆
い
た
し
ま
し
た
。
紹
介
し
き
れ

な
か
っ
た
も
の
も
沢
山
ご
ざ
い
ま
す
。
是
非
と
も

研
究
や
ご
興
味
の
面
向
く
に
従
っ
て
活
用
し
て
い

た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。Q

u
o
t�h
o
m
in
es�to

t�
sen
ten
tiae.

委
託
委
員
・
川　

口　

高　

裕�

（
個
人
会
員
）

　

こ
の
二
年
間
、
委
託
委
員

と
し
て
『
そ
う
せ
い
』
の
編

集
業
務
に
携
わ
る
法
縁
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
編
集
会
議

で
は
小
さ
な
こ
と
で
も
議
論

を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
出
版
の
難
し
さ
を
学

び
、
そ
し
て
全
国
へ
の
取
材
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
方

と
の
出
会
い
や
新
し
い
発
見
な
ど
本
当
に
勉
強
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
微
力
な
が
ら
こ
の
活
動

が
宗
門
へ
の
一
助
と
な
れ
た
の
で
あ
れ
ば
幸
甚
で

す
。
支
え
て
い
た
だ
い
た
全
国
の
皆
さ
ま
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

委
託
委
員
・
藤　

原　
　
　

敦

　

こ
の
た
び
は
ご
縁
を
い
た

だ
き
ま
し
て
、
広
報
委
員
会

の
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
普
段
は
仏
教
書

の
出
版
社
に
勤
め
な
が
ら
、

駒
澤
大
学
大
学
院
の
博
士
後
期
課
程
に
て
禅
宗
史

の
研
究
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
二
年
間
、
多
く
の
こ
と
を
勉
強
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
ま
た
、
多
く
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し

た
こ
と
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
毎
月
の
編
集
会

議
で
は
夜
遅
く
ま
で
熱
心
な
議
論
が
行
わ
れ
、
参

加
諸
師
の
真
剣
な
姿
勢
に
心
打
た
れ
る
と
と
も

に
、
全
国
の
ご
寺
院
様
か
ら
い
た
だ
く
多
く
の
お

手
紙
か
ら
、
そ
の
期
待
の
高
さ
を
伺
い
、
い
つ
も

気
が
ひ
き
し
ま
る
思
い
で
し
た
。
二
年
間
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



新
し
い
心
理
療
法
に
お
け
る

�

「
気
づ
き
」の
核
心
的
役
割
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マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
ア
ク
セ
プ
タ
ン

ス
＆
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
・
セ
ラ
ピ
ー

　

近
年
、
心
理
療
法
（
中
で
も
実
証
性

の
高
い
認
知
行
動
療
法
）
の
か
な
り
核

心
に
近
い
部
分
で
、
仏
教
に
由
来
す
る

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
（
気
づ
き
、
念
）

が
注
目
さ
れ
、
人
間
の
心
理
行
動
面
を

理
解
す
る
視
点
、
苦
し
み
の
連
鎖
か
ら

逃
れ
る
た
め
の
方
法
、
そ
し
て
生
き
る

方
向
性
を
見
出
し
て
い
く
必
要
条
件
と

し
て
、
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来

て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と

関
連
の
深
い
心
理
療
法
の
中
で
も
、
マ

イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
直
接
導
入
し
た
の

で
は
な
く
、
別
の
学
問
的
背
景
か
ら
出

発
し
結
果
的
に
非
常
に
近
い
地
点
に
た

ど
り
着
い
た
と
い
う
点
で
、
読
者
の
視

野
を
広
げ
る
役
に
立
て
て
も
ら
え
る
と

思
わ
れ
る
、
ア
ク
セ
プ
タ
ン
ス
＆
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
・
セ
ラ
ピ
ー（
Ａ
Ｃ
Ｔ
）

に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　

Ａ
Ｃ
Ｔ
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
関
係
フ
レ
ー
ム
理
論
と
呼
ば
れ
る

言
葉
（
言
語
行
動
）
に
対
す
る
学
習
理

論
で
あ
る
。人
間
が
学
習
す
る
際
に
は
、

動
物
と
共
通
す
る
体
験
学
習
に
よ
る
方

法
と
、
人
間
特
有
の
言
語
学
習
に
よ
る

方
法
を
使
っ
て
い
る
。

　

前
者
に
は
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ト
学
習

（
例
：
梅
干
を
見
た
だ
け
で
、
唾
液
が

出
る
よ
う
に
な
る
）
と
オ
ペ
ラ
ン
ト
学

習（
例
：
い
い
こ
と
を
し
た
子
ど
も
を
、

ほ
め
て
し
つ
け
て
い
く
）
が
含
ま
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
行
動
を
随
伴

性
形
成
行
動
（
随
伴
性
と
は
行
動
と
環

境
と
の
相
互
作
用
の
意
味
）
と
呼
ぶ
。

　

一
方
、
言
語
学
習
は
、
言
葉
が
使
え

る
人
間
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
学
習
形
式

で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
行
動
を

ル
ー
ル
支
配
行
動
と
呼
ぶ
。
人
間
は
、

体
験
学
習
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が

な
く
て
も
、「
ど
の
よ
う
な
状
況
で
、

ど
ん
な
行
動
を
し
た
ら
、
ど
ん
な
結
果

が
得
ら
れ
る
か
」の
見
通
し（
ル
ー
ル
）

を
言
葉
で
学
習
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自

分
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
方
法
は
予
め
用
意
さ

れ
た
ル
ー
ル
に
沿
っ
て
行
動
で
き
る
の

で
た
い
へ
ん
効
率
が
よ
い
が
、
一
方
で

そ
の
ル
ー
ル
の
内
容
が
間
違
っ
て
い
て

も
な
か
な
か
修
正
が
き
か
な
い
と
い
う

大
き
な
問
題
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
言
葉
へ
の
依
存
度
が
高
い

わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
頭
で
っ
か
ち
に

な
っ
て
、今
こ
こ
で
、や
り
た
い
こ
と
、

や
る
べ
き
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し

ま
う
危
険
性
と
い
つ
も
背
中
合
わ
せ
な

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
Ａ
Ｃ
Ｔ
で
は
、

ル
ー
ル
支
配
行
動
が
優
位
に
な
っ
て
動

け
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
か
ら
、
随
伴

性
制
御
（
行
動
の
結
果
に
よ
る
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
）
が
正
当
に
働
く
ア
ク
テ
ィ
ブ

な
状
態
へ
の
転
換
を
目
指
す
こ
と
に
な

る
。

言
葉
と
対
象
の
双
方
向
性
と
認
知
的

フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
ル
ー
ル
と
い
う
言

語
表
現
に
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

力
が
あ
る
の
か
を
追
求
し
て
い
く
過
程

で
、
言
葉
が
持
つ
基
本
的
な
性
質
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
最

も
基
本
的
な
も
の
が
「
言
葉
と
対
象
の

双
方
向
性
」と
呼
ば
れ
る
性
質
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
目
を
閉
じ
て
「
お
ち
ゃ
」

と
聞
く
と
、
湯
飲
み
に
入
っ
た
緑
色
の

液
体
か
ら
湯
気
が
た
っ
て
い
る
様
子
が

思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。ま
た
、口
に
入
っ

た
時
の
熱
さ
や
渋
み
の
あ
る
味
な
ど
も

浮
か
ん
で
く
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
良
く
考
え
て
み

る
と
、
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、物
理
的
に
は
「
お
」「
ち
ゃ
」

と
い
う
二
つ
の
音
を
聞
い
た
だ
け
（
読

者
に
と
っ
て
は
、
三
つ
の
ひ
ら
が
な
を

見
た
だ
け
）
な
の
に
、
実
物
が
あ
り
あ

り
と
浮
か
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
。
つ
ま

り
、
言
葉
に
は
、
実
物
に
備
わ
っ
て
い

る
性
質
を
呼
び
起
こ
す
働
き
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
言
葉
を
使
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
に
は
な
い
バ
ー

チ
ャ
ル
な
世
界
を
作
り
上
げ
る
力
を
手

に
入
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
紙
の
上

の
イ
ン
ク
の
し
み
（
印
刷
文
字
）
を
介

し
て
読
者
の
皆
さ
ん
と
私
の
間
に
豊
か

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る

よ
う
に
、
人
間
の
文
化
的
な
営
み
の
多

く
が
可
能
に
な
り
、
先
に
も
述
べ
た
よ

う
な
ル
ー
ル
に
よ
る
行
動
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界

を
作
り
上
げ
る
言
葉
の
力
は
将
に
諸
刃

の
剣
で
、
そ
れ
が
自
分
自
身
に
向
か
っ

た
場
合
に
は
、
あ
り
も
し
な
い
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
評
価
を
現
実
と
し
て
感
じ
る

こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、「
俺
っ
て
何

の
取
り
柄
も
な
い
よ
な
」と
考
え
る
と
、

そ
の
よ
う
な
「
自
分
」
が
あ
り
あ
り
と

浮
か
ん
で
し
ま
う
わ
け
だ
。
こ
の
現
象

を「
認
知
的
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」と
呼
び
、

Ａ
Ｃ
Ｔ
で
は
言
葉
の
ダ
ー
ク
・
サ
イ
ド

の
立
役
者
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
言
葉
を
使
っ
て
も
の
を
考

え
る
際
に
、
考
え
て
い
る
と
い
う
事
実

自
体
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
（
日
常
生
活

の
中
で
は
通
常
自
覚
し
て
い
な
い
の
だ

が
）、
そ
こ
で
表
現
さ
れ
た
内
容
と
現

実
が
容
易
に
混
同
（
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
）

さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
心
の
健
康

は
常
に
脅
か
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
は
仏
教
に
お
け
る
「
苦
」
の
認
識

と
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

刺
激
機
能
の
転
換
と
体
験
の
回
避

　

次
に
、
言
葉
が
持
つ
も
う
一
つ
の
基

本
的
性
質
で
あ
る
「
刺
激
機
能
の
転

換
」
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
言
葉
の

基
本
的
な
働
き
は
、
多
く
の
事
柄
（
学

習
理
論
で
は
、
個
体
に
と
っ
て
の
「
刺

激
」
と
呼
ぶ
）
の
間
に
関
係
づ
け
を
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
物
と
そ

の
名
前
、
あ
る
刺
激
に
対
す
る
評
価
・

関
連
す
る
イ
メ
ー
ジ
や
気
分
、
そ
し
て

言
葉
同
士
の
関
連
な
ど
、
言
葉
は
複
雑

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
な
が
ら
バ
ー

チ
ャ
ル
な
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
。

し
か
し
、こ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
は
、

実
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
関
係
づ
け
が
加

わ
る
こ
と
で
、
一
気
に
そ
の
様
相
が
変

わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
あ
る
人
が
自
然
の
中
で
散

歩
す
る
こ
と
が
好
き
で
、
よ
く
出
か
け

て
い
た
山
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
う
す

る
と
、
ス
ト
レ
ス
の
多
い
毎
日
の
中
で

も
山
に
出
か
け
る
こ
と
を
考
え
る
だ
け

で
、
ホ
ッ
と
し
て
気
分
が
和
ら
ぐ
と
い

う
体
験
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
こ
の
こ

と
自
体
、言
葉
が
持
つ
効
用
で
あ
る
）。

「
禅
」知
識
ま
ん
だ
ら
２

（
最
終
回
）
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し
ょ
う
」と
聞
き
、次
に「
今
度
は
も
う

何
十
年
か
生
き
た
後
で
亡
く
な
っ
た
と

し
ま
す
。そ
の
お
葬
式
で
、あ
な
た
は
、

集
ま
っ
て
く
れ
た
み
ん
な
に
自
分
の
こ

と
を
な
ん
と
言
っ
て
ほ
し
い
で
す
か
」

と
聞
く
方
法
で
、余
計
な
こ
と
を
考
え

て
い
ら
れ
な
い
状
況
を
構
成
し
て
本
音

を
引
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

も
し
か
す
る
と
仏
教
で
の
在
家
の
人
に

対
す
る
説
教
な
ど
に
も
、同
じ
よ
う
な

も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
で
、
理
論
的
基
盤
も
実
践
方
法

も
違
っ
て
い
る
Ａ
Ｃ
Ｔ
と
仏
教
や
禅
の

間
に
、無
視
で
き
な
い
ほ
ど
の
並
行
性
、

共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
理
解
し
て
も
ら

え
た
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
、
両
者
の

目
指
し
て
い
る
方
向
性
（
＝
価
値
）
に

共
通
し
た
部
分
が
あ
る
か
ら
と
す
る
の

は
、
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
あ
る
日
、「
あ
の
山
に
は
マ

ム
シ
が
い
て
、
最
近
も
噛
ま
れ
た
人
が

い
る
そ
う
だ
」
と
い
う
話
を
聞
い
て
し

ま
っ
た
と
し
た
ら
…
、
今
ま
で
癒
し
の

イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
山
が
、
一
気
に
心
配

の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
。
実
際
に
そ

こ
に
あ
る
「
山
」
は
、
何
も
変
わ
っ
て

い
な
い
の
に
で
あ
る
。

　

こ
の
「
刺
激
機
能
の
変
換
」
が
、
先

ほ
ど
説
明
し
た
認
知
的
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

と
組
み
合
わ
さ
る
と
た
い
へ
ん
な
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
ち
ょ
っ
と
何
か
新

し
い
こ
と
を
思
い
つ
く
度
に
、
バ
ー

チ
ャ
ル
な
世
界
の
様
子
が
変
わ
っ
て
し

ま
う
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を

自
動
的
に
現
実
そ
の
も
の
と
見
な
し
て

し
ま
う
た
め
に
、
際
限
な
く
振
り
回
さ

れ
て
し
ま
う
の
だ
。
特
に
自
分
に
対
し

て
他
と
比
較
し
た
り
評
価
し
た
り
し
て

い
る
時
に
こ
れ
が
起
こ
る
と
た
ま
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
傷
つ
く

の
を
避
け
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
刺

激
に
反
応
し
て
生
じ
る
自
ら
の
思
考
や

感
情
自
体
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
「
体

験
の
回
避
」
と
い
う
も
う
一
人
の
立
役

者
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

先
に
述
べ
た
「
認
知
的
フ
ュ
ー
ジ
ョ

ン
」
が
考
え
て
い
る
こ
と
に
呑
み
込
ま

れ
て
我
（
＝
見
て
い
る
自
分
）
を
失
っ

て
し
ま
う
こ
と
だ
と
す
る
と
、「
体
験

の
回
避
」
と
は
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
心

を
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
結
果
、
皮
肉
な
こ
と
に
ま
す

ま
す
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
思
考
や
感
情
に
敏

感
に
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
不
安

に
な
り
た
く
な
い
と
強
く
思
っ
て
い
た

と
し
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
気
持
ち
が
ザ
ワ

ザ
ワ
し
た
だ
け
で
、
び
っ
く
り
し
て
さ

ら
に
不
安
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

ア
ク
セ
プ
タ
ン
ス
と
脱
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

　

Ａ
Ｃ
Ｔ
で
は
以
上
で
述
べ
て
き
た

「
体
験
の
回
避
」
と
「
認
知
的
フ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
」
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
ア
ク

セ
プ
タ
ン
ス
と
脱
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
い

う
ア
プ
ロ
ー
チ
法
を
取
る
。
つ
ま
り
、

「
心
を
閉
じ
な
い
で
、
目
の
前
の
現
実

（
自
分
の
心
の
中
の
思
考
や
感
情
な
ど

も
含
む
）そ
の
も
の
に
気
づ
き
を
向
け
、

何
も
変
え
ず
に
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く

訓
練
」
と
、「
自
分
が
そ
の
時
に
考
え

て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
常
に
気
づ
い

て
い
く
訓
練
」
を
し
て
い
く
わ
け
で
あ

る
。
読
者
の
皆
さ
ん
は
、
以
上
の
説
明

が
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
そ
の
も
の
の

説
明
と
非
常
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
に

気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
実
現
す
る
方
法
に
違
い
が

あ
っ
て
も
、
目
指
し
て
い
る
も
の
は
か

な
り
共
通
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
具
体
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

が
使
わ
れ
る
が
、
大
ま
か
に
区
分
す
る

と
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
例
え

話
を
使
っ
て
ポ
イ
ン
ト
の
理
解
を
図
る

場
合
と
、「
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
」
と
呼
ば

れ
る
実
地
で
の
練
習
に
よ
っ
て
体
験
的

理
解
を
図
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、

体
験
の
回
避
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
不

安
を
必
死
で
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
状

態
を
、
底
な
し
沼
に
落
ち
て
抜
け
出
そ

う
と
必
死
で
も
が
い
て
い
る
状
態
に
例

え
て
み
た
り
す
る
（
底
な
し
沼
で
は
も

が
け
ば
も
が
く
ほ
ど
沈
ん
で
行
っ
て
し

ま
う
が
、
助
か
る
可
能
性
が
高
い
の
は

沼
の
上
に
横
た
わ
っ
て
接
触
面
積
を
な

る
べ
く
広
く
す
る
こ
と
で
あ
る
）。

　

ま
た
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
し
て
は
、

も
ち
ろ
ん
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想

も
重
要
な
方
法
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
例
え
ば
ご
く
簡
単
な
も
の
と

し
て
は
、
色
々
考
え
て
気
が
重
く
な
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
時
に
、
自
分

が
考
え
た
内
容
の
後
に「
～
と
考
え
た
」

を
次
つ
ぎ
に
加
え
る
よ
う
に
す
る
と
い

う
方
法
が
あ
る
。「
俺
っ
て
何
の
取
り

柄
も
な
い
よ
な
、
と
考
え
た
」「
だ
っ

て
何
や
っ
て
も
失
敗
ば
か
り
だ
し
な
、

と
考
え
た
」「
声
を
か
け
て
く
れ
る
人

も
誰
も
い
な
い
し
、
と
考
え
た
」
と
い

う
具
合
で
あ
る
。こ
れ
を
行
う
こ
と
で
、

自
分
が
そ
う
考
え
て
い
る
だ
け
で
、
現

実
は
違
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と

が
見
え
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
言
葉
の
内
容
・
現
実
・
そ
れ
を
見

て
い
る
自
分
の
三
者
が
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

し
て
い
る
状
態
が
解
消
す
る
こ
と
に
な

る
。

価
値
の
明
確
化

　

Ａ
Ｃ
Ｔ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
手
立

て
で
言
葉
の
毒
抜
き
を
し
た
先
に
、
そ

の
人
が
本
当
に
な
す
べ
き
こ
と
、
本
当

に
し
た
い
こ
と
が
出
来
る
人
生
の
あ
り

方
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
分

が
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
性
や
志

を
「
価
値
」
と
い
う
概
念
で
表
現
し
、

そ
れ
を
明
確
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
ア

ク
セ
プ
タ
ン
ス
や
脱
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と

同
じ
く
ら
い（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
）

重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
価
値
の
捉

え
方
は
、仏
教
に
お
け
る「
智
慧
」や「
八

正
道
」
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、

西
洋
に
生
ま
れ
た
学
習
理
論
に
基
盤
を

持
つ
Ａ
Ｃ
Ｔ
で
は
、
よ
り
社
会
生
活
に

即
し
た
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

価
値
の
明
確
化
と
は
、
結
局
ど
う
し

た
い
の
か
、
ど
う
生
き
て
い
き
た
い
の

か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
作
業
な
の
だ

が
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す

る
と
、
こ
れ
ま
で
に
説
明
し
て
来
た
よ

う
に
、
認
知
的
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
や
体
験

の
回
避
に
邪
魔
さ
れ
て
し
ま
い
、
偏
り

な
く
見
極
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
。つ
ま
り
、こ
こ
で
も
脱
フ
ュ
ー
ジ
ョ

ン
や
ア
ク
セ
プ
タ
ン
ス
（
＝
マ
イ
ン
ド

フ
ル
ネ
ス
）
が
実
現
で
き
て
い
る
こ
と

が
必
要
条
件
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の

上
で
、
さ
ら
に
色
々
な
工
夫
が
さ
れ
る

の
だ
が
、
そ
の
一
つ
に
「
お
葬
式
の
メ

タ
フ
ァ
ー
」
と
い
う
方
法
が
あ
る
の
で

紹
介
し
て
み
よ
う
。

　

こ
れ
は
、最
初
に「
も
し
あ
な
た
が
今

死
ん
だ
と
し
た
ら
、集
ま
っ
て
く
れ
た

人
達
は
あ
な
た
の
こ
と
を
何
と
言
う
で

熊
野　

宏
昭
︵
く
ま
の　

ひ
ろ
あ
き
︶

一
九
六
〇
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院

医
学
系
研
究
科
ス
ト
レ
ス
防
御
・
心
身
医

学
（
東
大
病
院
心
療
内
科
）
准
教
授
を
経

て
、
二
〇
〇
九
年
四
月
よ
り
早
稲
田
大
学
人

間
科
学
学
術
院
教
授
。
一
六
歳
時
よ
り
サ
マ

タ
瞑
想
を
含
む
ヨ
ー
ガ
の
実
践
を
続
け
て
き

た
が
、
二
〇
〇
五
年
よ
り
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
瞑
想
に
軸
足
を
移
し
た
。
臨
床
・
研
究
面

で
は
、
Ａ
Ｃ
Ｔ
な
ど
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

と
関
連
の
深
い
新
し
い
認
知
行
動
療
法
が
専

門
。
著
書
：「
ス
ト
レ
ス
に
負
け
な
い
生
活
」

（
ち
く
ま
新
書
）、「
二
十
一
世
紀
の
自
分
探

し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
サ
ン
ガ
新
書
）
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烈

僧
が貫

いた求道の軌

跡

そ
う
と う 衆 列

伝

前
号
で
紹
介
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

（
懸け

想そ
う

の
僧
へ
の
仕
打
ち
、
円

覚
寺
で
の
話
）
は
、
事
実
か
ど
う
か
分

か
ら
な
い
が
、
同
じ
尼
僧
と
し
て
は
そ

れ
ほ
ど
に
胸
の
す
く
話
で
は
な
い
。
男

僧
の
中
で
ご
苦
労
さ
れ
た
と
筆
者
は
感

じ
る
。
史
伝
作
者
は
男
僧
で
あ
り
、
当

時
も
女
性
差
別
は
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

優
秀
な
僧
侶
で
あ
る
慧
春
尼
に
対
し
て
、

も
っ
と
他
の
伝
承
が
残
さ
れ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
中
で
は
、

次
の
大
雄
山
最
乗
寺
三
世
大だ
い

綱こ
う

明
み
ょ
う

宗
し
ゅ
う

禅
師
（
？
～
一
四
三
七
）
と
の
話
は
な

か
な
か
う
け
が
え
る
話
で
あ
る
。

　

明
宗
禅
師
が
酒さ
か

匂わ

と
い
う
と
こ
ろ
で

法
を
説
い
て
い
た
と
き
、
そ
の
座
に
慧

春
尼
も
聴
き
に
来
て
い
た
。
そ
し
て
、

聴
衆
が
帰
っ
た
後
、
明
宗
禅
師
に
密
か

に
言
わ
れ
た
。「
貴
僧
は
知
恵
も
す
ぐ

れ
、
教
え
に
明
る
い
。
し
か
し
、
残
念

な
が
ら
自
ら
の
安
心
が
で
き
て
い
な

い
」
と
。
そ
こ
ま
で
言
わ
れ
て
明
宗
禅

師
は
ギ
ョ
ッ
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

更
に
「
方
向
違
い
の
修
行
を
し
て
い
ま

す
。
慧え

明
み
ょ
う

禅
師
の
も
と
で
学
び
な
さ

い
」
と
示
唆
し
た
と
、
こ
れ
は
明
宗
禅

師
の
伝
記
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
慧
春
尼
は
火
定
に
よ
っ
て
入

寂
さ
れ
た
。
そ
の
場
所
は
今
で
は
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
大
雄
山
の
三
門
前
に

薪
を
自
ら
積
み
、
そ
の
上
に
坐
し
て
火

炎
裡
に
生
涯
を
遂
げ
た
、
と
史
伝
に

記
さ
れ
る
。
い
か

に
し
て
の
火
定
で

あ
っ
た
か
。
そ
の

理
由
は
史
伝
に
記

さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
後
世
の
者

が
、
い
ろ
い
ろ
に

考
え
る
と
こ
ろ

だ
。『
法
華
経
』「
薬

王
菩
薩
本
地
品
」

に
、
一
切
衆
生
喜

見
菩
薩
が
自
ら
の

身
を
灯
明
と
し
て

仏
に
供
養
し
た
話

が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
み
る
説
が
妥

当
で
あ
ろ
う
と
筆
者
も
思
う
。
た
だ
火

定
を
選
ん
だ
の
に
は
、
修
験
道
の
捨
身

供
養
に
火
定
や
水
定
が
あ
る
が
、
そ
の

こ
と
も
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
考
え
得

る
。
慧
明
禅
師
の
弟
子
に
三
井
寺
の
満

位
の
行
者
で
あ
る
道
了
尊
者
が
い
た
。

慧
春
尼
も
道
了
尊
者
に
出
会
っ
た
可
能

性
は
考
え
ら
れ
る
。
道
了
尊
者
の
亡
骸

は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
と
し
て
、
永
遠

に
お
山
に
生
き
続
け
、
大
雄
山
を
守
っ

「
熱
く
は
な
い
か
、
熱
く
は
な
い
か
」

と
夢
中
で
呼
び
か
け
る
兄
、慧
明
禅
師
。

そ
の
兄
に
「
冷
熱
は
生
道
人
の
知
る
と

こ
ろ
に
あ
ら
ず
」と
叫
び
返
す
慧
春
尼
。

そ
し
て「
恬て
ん

然ぜ
ん

と
し
て
火か

焔え
ん

裡り

に
化け

す
」

と
記
さ
れ
る
。
慧
春
尼
を
こ
こ
ま
で
駆

り
立
た
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た

真
の
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の

か
。　

こ
れ
は
、
ひ
と

え
に
衆
生
済
度
の

願
い
が
な
く

て
は
で
き
な

い
行
為
で
あ

ろ
う
。
室
町

の
時
代
、庶
民
は
、

貧
し
さ
や
圧
政
に
苦

し
ん
で
い
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
こ
の
頃
も

民
衆
を
救
お
う
と
い
う
僧
尼
や
聖

が
多
く
で
て
い
る
。
慧
春
尼
も
、
自

ら
の
身
を
仏
に
供
養
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
民
衆
を
救
済
し
て
も
ら
い
た
い
、
と

燃
え
さ
か
る
炎
の
中
で
祈
り
願
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
死
し
て
な
お
、
そ

の
誓
願
の
生
き
続
け
る
こ
と
を
願
っ
た

文 

・ 

丸
山　

劫
外（
ま
る
や
ま 

こ
う
が
い
）

駒
澤
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得

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
。

慧
春
尼
開
創
正
寿
庵
前
住
職
。

「
華
綾
慧
春
尼
さ
ま
の
足
跡
」（『
大
雄
』

六
十
九
号
七
十
号
掲
載
）

『
宗
教
の
風
光
ー
余
語
翠
巖
老
師
遺
稿
集
』

編
集
（
中
山
書
房
仏
書
林
、
平
成
十
二
年
）

『
訓
註
曹
洞
宗
禅
語
録
全
書
ー
器
之
為
璠
禅

師
語
録
外
集
』共
著（
四
季
社
、平
成
十
八
年
）

『
雲
と
風
と
月
と
ー
尼
僧
の
供
養
記
』（
中
央

公
論
事
業
出
版
、
平
成
二
十
一
年
二
月
十
五

日
発
売
）

画 

・ 

山
田　

剛
弥（
や
ま
だ 

た
か
ひ
ろ
）

の
で
は
な
い
か
。
現
に
大
雄
山
の
慧
春

尼
谷
に
は
慧
春
尼
堂
が
建
て
ら
れ
て
い

て
、
六
百
年
た
っ
た
今
で
も
、
多
く
の

人
び
と
の
願
い
を
静
か
に
聞
い
て
い
て

く
だ
さ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
出
家
者

た
ち
に
は
、人
び
と
の
安
心
の
た
め
に
、

貴
僧
は
何
を
な
す
の
か
、
と
問
い
か
け

て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

応
永
九
年
（
一
四
〇
二
）
五
月

二
十
五
日
火
焔
裡
に
示
寂
。世
寿
不
明
。

て
い
て
く
だ
さ
る
と
今
で
も
信

じ
ら
れ
て
い
る
。
慧
春
尼
に
と
っ
て
こ

の
道
了
尊
者
た
ち
の
修
験
道
の
教
え
も

身
近
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

燃
え
さ
か
る
炎
の
中
の
慧
春
尼
に

華
か

綾
り ょ う

慧
え

春
し ゅ ん

尼
に

 ②

最終回
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― 読者からのお便り ―
　 8 回に渡り連載してまいりました「寺族のテラス」は、今号で最終回となります。

これまで、読者の皆さまよりお寄せいただいたお手紙等の中から、最後に下記の投

稿文をご紹介させていただき締め括りとさせていただきます。

　尚、来期からの『そうせい』においては、違う形で寺族様と寺院（宗門）との関

係に着目し、継続的推考を全曹青全体として取り組みご報告いたします。

　今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、伏してお願い申し上げます。まことに有

り難うございました。

　お寺に住まわせていただいている一寺族です。　

　物心ついた頃、母が幼い私の手を引いて、毎朝近くの

神社仏閣をお参りしていたのを憶えています。縫い物

の得意な母は、道端のお地蔵さんの赤い前だれを時どき

作っては取り替えていました。祖母も母も商いの傍ら、

よく石膏や粘土で仏像や観音様を作っていました。また、

同郷の同級生で、お寺の住職になった者もいます。

　ですから、私は商人の娘ではありましたが、お寺とい

う存在は遠いものとは感じませんでした。大きな内仏様

があるという感覚でした。

　お寺に嫁いでまもなく、実父が病気で亡くなり、あと

を追うように姪が事故で亡くなりました。もっと私に仏

様を身近に感じなさいとでも言いたげに。それは、残さ

れた皆さまとともに精一杯生きなさいと言っているよう

にも思えました。

　お寺にいらして下さる皆さまと、一緒にお茶を飲み、

一緒に泣き、一緒に笑う。それが楽しみでもあり、一つ

の役割でもあると思います。

　また、私は、３人の子どもを産み育てる機会を与えら

れました。世の皆さま、さまざまな修行をなさっておら

れますが、子育ても大きな修行と思えます。そして、子

を持つことによって、同時に地元の皆さまと触れ合う機

会も多くなるということを発見しました。

　さて、お寺に嫁いでからの率直な感想を語らせていた

だきます。

　なんとも住職の外に出向く研修会の多いことか。

　そして、その会費にはいつも驚きます。貧乏な商家育

ちの私には、ゼロが１つも２つも多く思えるのです。学

習研鑽しあう大事な会なのかもしれませんが、これでは

小さなお寺はどうしているのでしょうか。

　商いをしていた時代は、品物を売ってお金をいただい

ていました。お寺は、その代わりに心を売らなければな

らないと思っています。妙な表現かもしれませんが、お

布施をいただくのですから、皆さまにも施しを返さなけ

ればと思います。どのご寺院様も、さまざまな方法で悪

戦苦闘なさっていることと思われます。

　しかし、それにしても、葬儀のお布施額などは、地域

性はあるでしょうが、労働者の半年間、いや１年間の給

料ともいえるのではないかと思えます。私たちは、そこ

から生活費をいただいて暮らしています。それを忘れて

いる方はいらっしゃらないと思いますが…。

　寺の法事などについても、いつも疑問に思うことがあ

ります。玄関の入口に「寺院用」「一般用」という張紙

がありますが、「檀家様用」とか「町の皆さま」等にし

てはいかがかと。

　私は、仏教を小さじひとつほども知りませんし、他の

お寺の和尚様ともあまり接する時間がなく、世の中も知

らない井の中の蛙です。その代わり、町のお檀家様の生

き仏とたくさん巡り会っています。お供物が上がる度に、

仏様に上がったものは仏の子どものものと言って、時間

を見つけお茶を飲みに走っています。一人暮らしの方や、

足腰が弱りお寺参りも出来ない人が多くおられますが、

そのような方がたのお顔を見たいと思うからです。

　大きなお寺の和尚様は、町に世に施しをたくさん出来

ると思って欲しいと思います。小さなお寺の和尚様は、

町の人と多く会い、話が出来る時を与えてもらったと

思って欲しいと思います。

　私の毎日が、こんな疑問や悩みの中ですが、時には喜

び、時には悲しみ、時には御仏様の光に包まれているこ

とを感じつつ、今日も町の人びとのお家を訪ねてみよう

と思っています。

� 合掌

　いただいたご意見の中にもありますが、「お寺同士のお

つき合いにはお金がかかる」「お布施が高額だ」等、金銭

面に関する疑問を持っておられる方は多数いらっしゃるよ

うに思われます。

　その実態について、以下にいくつかのデータを挙げさせ

ていただきます。

　まず、葬儀の際のお布施額ですが、全国平均は48.6万円

となっております（平成15年、日本消費者協会調査結果）。

　一方、日本人の平均給与額は、約437万円（平成19年）

となっております。両者は、現時点でも似たような数値で

しょう。

　また、宗門寺院の平均法人年収は、564万円（平成17年『曹

洞宗宗勢総合調査報告書』〔曹洞宗宗務庁〕）とあります。も

ちろん、規模や地域に格差はあると思いますが、決してお

寺の経済が豊かでないことが見て取れます。むしろ、一般

の方より収入が低いお寺の方が多いともいえるでしょう。

編集部注

最終回
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資
す
る
も
の
と
な
っ
た
な
ら
ば
幸
い
と

存
じ
ま
す
。
図
書
館
貴
重
図
書
の
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
イ
ス
も
一
新
さ
れ
、
よ
り
使

い
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

是
非
、
今
後
も
多
方
面
に
ご
活
用
さ
れ

ま
す
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ネ
ッ
ト
で
愉
し
む

禅
籍
サ
ー
フ
ィ
ン

収
蔵
品
紹
介

『
秘
密
正
法
眼
蔵
注
解
』

『
駒
澤
大
学
電
子
図
書
館
』

URL http://www.kom
azawa-u.ac.jp/

 
~toshokan/el/index.htm

l

　

実
に
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
蔵
し
て
い

る
駒
澤
大
学
図
書
館
か
ら
最
後
に
ご
紹

介
い
た
し
ま
す
の
は
、
瑩
山
紹
瑾
禅
師

に
よ
り
ま
す
『
秘
密
正
法
眼
蔵
』
の
漢

文
体
の
注
釈
書
で
あ
る
『
秘
密
正
法
眼

蔵
注
解
』
で
す
。
ご
存
知
の
通
り
『
秘

密
正
法
眼
蔵
』
は
瑩
山
禅
師
が
古
徳
の

悟
則
機
縁
十
則
を
選
集
、
ま
た
拈
提
さ

れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
拶
語
・
代
語

を
以
て
古
則
及
び
瑩
山
禅
師
の
拈
提
の

〒 ‐  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

　

画
面
上
で
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
が
朱
点
な
ど
が
つ
い
て
お
り
、
恐

ら
く
衆
寮
で
用
い
ら
れ
た
も
の
の
一
部

と
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
れ
に
つ
い
て
は
、

裏
表
紙
見
返
し
の
記
述
を
ご
参
照
下
さ

い
。

　

二
年
か
け
て
ご
紹
介
し
て
ま
い
り
ま

し
た
「
ネ
ッ
ト
で
愉
し
む
禅
籍
サ
ー

フ
ィ
ン
」
も
、
今
回
で
最
後
と
な
り
ま

し
た
。
皆
さ
ん
の
ご
研
究
や
ご
興
味
に

駒
澤
大
学
図
書
館
蔵

（全国曹洞宗法衣同業会会員）

〈本　社〉 〒460‐0011 名古屋市中区大須三丁目39番33号
（大須交差点東北側）

TEL（052）241－0901（代表） FAX（052）241－1904

真
意
を
提
撕
注
解
し
た
も
の
を
『
秘
密

正
法
眼
蔵
注
解
』と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

　

本
書
の
筆
写
時
期
は
、
十
三
丁
裏

の
書
き
込
み
か
ら
一
七
四
二
年
五
月

二
十
七
日
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
丁
ま
で
が

『
秘
密
正
法
眼
蔵
』
の
内
容
で
あ
り
、

こ
の
丁
以
降
は
内
容
を
異
に
し
、
諸
祖

師
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
箇
条
書
き
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
。駒

澤
大
学
図
書
館
蔵

駒
澤
大
学
図
書
館
蔵

駒
澤
大
学
図
書
館
蔵

最
終
回
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＊そうせいサロン

哆 々 和 々

編 集 後 記

　

一
昨
年
の
七
月
以
来
、
こ
の
「
そ
う
せ

い
」
に
連
載
コ
ラ
ム
「
哆
々
和
和
」
を
綴

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
い
よ
い
よ

今
回
が
最
終
稿
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
コ
ラ
ム
を
続
け
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
私
自
身
に
と
っ
て

発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分
た
ち
の
し
た

い
こ
と
、
し
て
き
た
こ
と
を
原
稿
と
い
う

形
を
前
に
し
て
整
理
す
る
機
会
を
い
た
だ

け
た
と
い
う
こ
と
は
、
二
年
を
一
つ
の
区

切
り
と
し
て
歩
ん
で
い
く
う
え
で
非
常
に

大
き
な
存
在
と
し
て
、
私
の
「
羅
針
盤
」

と
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

思
え
ば
、
私
自
身
こ
れ
ま
で
の
時
間
の

中
で
い
つ
も
「
羅
針
盤
」
に
助
け
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
時
に
「
父
」
で
あ

り
、
学
生
時
代
の
「
友
」
で
あ
り
、
大
学

で
導
い
て
く
れ
た
「
恩
師
」
で
も
あ
り
ま

し
た
。
毎
日
の
生
活
の
中
に
お
い
て
、
私

達
は
多
く
の
こ
と
を
考
え
実
行
し
発
言
を

し
、
そ
し
て
、
多
く
の
人
と
関
わ
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
こ
に
は
、
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
う

ち
に
、
基
本
的
な
自
分
の
軸
が
あ
り
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
価
値
判
断
が
行
わ
れ
て
い

る
と
感
じ
ま
す
。「
羅
針
盤
」
は
、
そ
の

軸
の
部
分
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
流

さ
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ

る
、ど
れ
だ
け
自
分
の「
我
見（
エ
ゴ
）」

に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
ら
し

め
て
く
れ
る
存
在
で
あ
り
ま
し
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
思
い
切
っ
て
漕
ぎ
出
せ
た

毎
日
が
あ
り
ま
し
た
。

　

第
十
七
期
全
曹
青
は
、
自
分
た
ち
の

　
「
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
、
左
記
の
連
絡
先
ま
で
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

○
あ
て
先

　

〒
二
七
三
‐
〇
八
六
五

　

千
葉
県
船
橋
市
夏
見
六
‐
二
十
三
‐
三 

長
福
寺
内

 

そ
う
せ
い
サ
ロ
ン
係

　

Ｆ
Ａ
Ｘ 
（
〇
四
七
）四
三
六
‐
六
八
〇
八 

河
村
ま
で

　

こ
の
『
そ
う
せ
い
』
と
い
う
広
報
誌

が
、
ど
こ
ま
で
浸
透
し
て
い
る
か
は
把
握

で
き
な
い
は
ず
な
の
に
、
い
つ
も
ど
の
よ

う
な
反
応
が
あ
っ
た
の
か
を
気
に
し
て

い
た
頃
を
、
今
で
は
恥
じ
る
思
い
で
す
。

ど
れ
だ
け
の
反
応
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ

う
と
も
慎
重
に
編
集
業
務
を
遂
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
自
分
の
任
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
に
は
、
時
間
は
か
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
れ
ま
で
、広
報
委
員
会
に
属

し
た
六
年
間
は
、『
そ
う
せ
い
』
の
編
集

業
務
が
生
活
の
一
部
と
な
り
、
迫
っ
て
く
る

締
め
切
り
に
合
わ
せ
て
会
議
と
編
集
を
重

ね
、
発
行
す
る
サ
イ
ク
ル
だ
っ
た
こ
と
を
振

返
り
ま
す
と
、
任
を
離
れ
る
今
は
嬉
し
く

も
寂
し
い
と
い
う
複
雑
な
心
境
で
す
。

　

最
近
は
、
情
報
の
流
通
が
活
発
化
し
、

多
種
多
様
な
価
値
観
が
混
在
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
そ
の
中
、
本
誌
十
四
頁
で
ご

紹
介
し
た
当
時
の
宗
務
総
長
の
お
言
葉
の

よ
う
に
「
仏
教
」
や
「
禅
」
を
、
ど
の
よ

う
に
時
代
の
要
求
へ
応
え
て
い
く
か
が
、

常
に
我
わ
れ
の
課
題
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
僧
侶
も
同
じ
く
膨
大
な
仏
教
典
籍
の

情
報
に
基
づ
き
、
多
種
多
様
な
仏
教
解
釈

や
り
た
い
こ
と
や
「
意
志
」
と
、
自
分
た

ち
を
育
ん
で
く
れ
て
い
る
世
界
と
、
そ
し

て
先
達
の
思
い
が
交
錯
す
る
時
間
の
中

で
、
よ
り
良
い
光
を
求
め
て
歩
ん
で
き
ま

し
た
。す
ば
ら
し
い
ス
タ
ッ
フ
に
囲
ま
れ
、

多
く
の
こ
と
に
携
わ
る
機
会
を
い
た
だ

き
、
そ
し
て
多
く
の
仲
間
や
先
輩
、
さ
ま

ざ
ま
な
方
達
に
出
会
う
機
会
を
い
た
だ
い

た
時
間
の
中
で
、
誌
面
と
い
う
場
所
に
自

分
達
の
行
動
や
思
い
を
「
変
換
」
す
る
こ

と
は
、
ど
れ
だ
け
貴
重
な
時
間
を
過
ご
し

て
い
る
の
か
を
改
め
て
知
る
機
会
と
な
っ

て
く
れ
た
の
で
す
。

　

多
く
は
反
省
の
数
か
ず
で
あ
り
ま
し
た

が
、
自
身
に
と
っ
て
「
整
理
す
る
」
格
好

の
場
所
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ

で
、
一
つ
の
方
向
性
を
改
め
て
見
つ
め
直

し
、
加
え
て
新
し
い
エ
ッ
セ
ン
ス
を
模
索

し
た
上
で
、
ま
た
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出

し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
生
み
出
し

て
く
れ
ま
し
た
。
た
だ
導
い
て
く
れ
る
の

で
は
な
く
、
時
に
は
自
分
達
に
足
り
な
い

も
の
は
何
か
を
知
ら
し
め
て
く
れ
る
そ
ん

な
「
羅
針
盤
」
が
、
人
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
「
羅

針
盤
」
を
見
出
す
こ
と
、
そ
れ
は
自
ら
を

変
革
（
進
化
）
さ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
を
学
ぶ
機
会
と

な
っ
た
の
が
「
哆
々
和
和
」
と
い
う
連
載

コ
ラ
ム
の
執
筆
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
二

年
間
ご
拝
読
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会

 

会
長　

芳　

村　

元　

悟

を
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
徳
の

聴
き
写
し
を
そ
の
ま
ま
説
い
て
必
要
に
応

じ
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
参
学
に
よ
る

潔
い
法
の
吐
露
が
肝
要
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
す
。

　

情
報
社
会
の
い
ま
、
ど
の
よ
う
な
要
請

に
も
、
我
わ
れ
は
法
と
縁
起
を
説
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
使
命
が
あ
る
と
思
う
と
危

機
感
で
畏
怖
の
念
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。

　

そ
れ
ら
を
模
索
す
る
試
み
と
し
て
、
来

期
の
全
曹
青
で
は
新
事
業
が
展
開
す
る
予

定
で
あ
り
ま
す
。今
後
も
、妥
協
す
る
こ
と

な
き
挑
戦
を
続
け
、
若
さ
と
い
う
力
を
活

動
へ
変
換
し
て
精
進
弁
道
し
て
参
り
ま
す
。

　

読
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
二
年
間
我
わ
れ

若
者
の
活
動
に
対
し
て
、
思
う
と
こ
ろ
も

多
々
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
寛
大
な
お

心
で
ご
拝
読
い
た
だ
き
、
誠
に
有
り
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

同
じ
く
、
編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た

だ
い
た
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
も
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

第
十
七
期
広
報
委
員
会

 

委
員
長　

河
村
康
仁　

九
拝
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今
、飽
食
気
分
に

ど
っ
ぷ
り
と
浸
か
ら
な
い
た
め
に

　

平
成
十
六
年
（
一
二
六
号
）
か
ら
始

ま
り
、五
年
に
わ
た
っ
て『
菜
食
健
美
』

と
題
し
て
連
載
し
て
き
ま
し
た
が
、
今

号
に
て
最
終
回
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
誌
面
上
で
は
勿
論
、
文
字
で
読

者
に
料
理
の
こ
と
を
伝
え
て
お
り
ま
す

が
、
文
字
で
伝
え
る
の
は
中
々
容
易
な

事
で
は
な
く
、
読
み
手
一
人
ひ
と
り
に

響
く
よ
う
に
と
、
私
な
り
に
工
夫
し
て

綴
っ
て
き
ま
し
た
。

　

思
い
返
す
と
、
エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
と

し
て
の
コ
ラ
ム
「
捨
て
れ
ば
ゴ
ミ　

活

か
せ
ば
薬
膳
」
の
後
を
受
け
て
か
ら
始

ま
り
、
た
だ
美
味
し
い
（
味
と
食
感
ば

か
り
に
と
ら
わ
れ
た
）
食
べ
物
を
作
る

だ
け
が
料
理
で
は
な
い
は
ず
。食
材
を

使
い
切
る
こ
と
を
美
学
と
捉
え
れ
ば
、

お
お
げ
さ
と
指
摘
を
受
け
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。し
か
し
、今
現
在
も
我
わ
れ
は

飽
食
気
分
が
抜
け
切
れ
て
い
な
い
の
が

事
実
で
し
ょ
う
。日
本
は
、食
糧
自
給
率

四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
っ
て
い
る
の

が
現
実
で
あ
り
な
が
ら
も
、
実
感
が
湧

か
ず
に
目
を
背
け
よ
う
と
し
て
い
る
今

日
で
す
。食
材
を
活
か
す
こ
と
か
ら
は

じ
ま
る
の
が
智
慧
（
先
人
の
教
え
に
学

ぶ
）
の
第
一
歩
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

修
行
時
代
、

�

宿
題
提
出
期
限
付
き
？

　

永
平
寺
で
の
修
行
時
代
に
出
会
っ
た

諸
役
寮
老
師（
雲
水
教
育
の
老
僧
）に
、

『
典
座
教
訓
』
の
原
文
と
解
説
文
の
書

き
写
し
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
。

　

当
時
二
十
代
の
雲
水
で
あ
っ
た
私

は
、
学
生
で
も
な
い
の
に
、
宿
題
を
出

さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
、
半
分
呟
き
な
が

ら
取
り
掛
か
っ
た
の
が
率
直
な
感
想
で

し
た
。
し
か
も
、
そ
の
時
の
配
属
移
動

の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
典
座
寮（
寺
の
台
所
）

と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
尚
更

と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
四
と
九
の
付
く

日
に
（
こ
の
日
は
、
各
自
私
用
に
あ
て

ら
れ
る
時
間
）、老
師
の
部
屋
を
伺
い
、

個
人
面
談
の
よ
う
な
一
対
一
で
、
窮
屈

な
時
間
を
過
ご
し
た
こ
と
を
思
い
出
し

ま
す
。

　

数
ヶ
月
後
、老
師
の
ご
指
導
も
あ
り
、

よ
う
や
く
読
破
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
が
、
当
時
は
や
り
遂
げ
た
と
い
う
達

成
感
が
残
る
だ
け
で
し
た
。

　

や
が
て
、
永
平
寺
を
去
り
、
今
よ
う

や
く
、
こ
の
『
典
座
教
訓
』
と
出
会
え

た
貴
重
な
時
間
を
与
え
て
く
れ
た
と
い

う
こ
と
よ
り
も
、
一
雲
水
で
あ
る
私
に

老
師
が
丁
寧
に
教
え
て
く
れ
た
こ
と

が
、
あ
ら
た
め
て
有
難
い
こ
と
だ
と
深

く
感
じ
る
歳
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時

に
、『
典
座
教
訓
』
や
他
の
祖
録
な
ど

を
学
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
今
日
の
私
は

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
体
験（
縁
）

こ
そ
が
、
今
の
布
教
活
動
の
基
礎
と
な

り
、
そ
の
時
の
『
典
座
教
訓
』
は
、
上

手
で
は
な
い
自
分
の
字
で
書
写
・
書
き

込
み
を
し
て
あ
る
も
の
の
、
現
在
は
宝

物
で
あ
る
と
同
時
に
お
守
り
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

シ
ン
プ
ル
に
考
え
、

�

丁
寧
に
生
き
る

　

こ
こ
最
近
、
書
店
の
料
理
本
の
コ
ー

ナ
ー
に
は
、
や
た
ら
と
「
基
本
」
と
題

し
た
も
の
が
多
く
目
立
つ
よ
う
に
あ
る

と
思
う
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
？

　

和
食
・
洋
食
を
問
わ
ず
に
、
あ
え
て

取
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
も
伺
え
ま

す
。
表
向
き
だ
け
仕
上
げ
て
も
、
基
本

が
大
事
で
あ
り
省
く
こ
と
の
で
き
な
い

大
切
さ
を
伝
え
た
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

か
つ
て
対
談
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
東
京
南
麻
布
、『
分
と
く
山
』
の

野
﨑
氏
か
ら
い
た
だ
い
た
激
励
の
一
言

を
思
い
出
し
ま
す
。「
典
座
教
訓
は
、

無
駄
な
も
の
を
そ
ぎ
落
と
し
た
も
の
の

〈最終回〉
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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
/

究
極
で
あ
る
、
食
育
は
料
理
で
は
な
く

生
き
方
で
あ
る
」
と
。
つ
ま
り
こ
の
時

代
、
飽
食
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
か
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
シ
ン
プ
ル
で
無
駄
を

そ
ぎ
落
と
し
た
食
生
活
を
し
た
ほ
う
が

地
球
の
、
そ
し
て
何
よ
り
も
自
分
自
身

の
た
め
な
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
〝
丁
寧

に
生
き
る
〟
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
こ

の
励
ま
し
を
い
た
だ
い
た
後
の
足
取
り

が
軽
く
感
じ
た
の
を
今
で
も
記
憶
し
て

お
り
ま
す
。

触
れ
合
い
の
先
に
あ
る
も
の

�

～
参
加
型
の
布
教
活
動
～

　

一
方
的
に
講
義
を
す
る
ス
タ
イ
ル
で

は
な
く
て
、
二
部
構
成
で
や
っ
て
み
た

ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
、
参
加
者
が

多
少
な
り
と
も
共
通
の
価
値
観
に
気
づ

い
て
く
れ
た
ら
…
と
の
思
い
で
、
以
下

の
よ
う
な
活
動
を
続
け
て
お
り
ま
す
。

時
に
演
題
を
『
典
座
教
訓
の
教
え
と
智

慧
を
活
か
す
に
は
』
と
し
て
、
現
代
の

世
相
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
尚
こ
の
教

え
を
ど
う
活
か
し
て
、
ど
う
生
き
る
の

か
と
い
う
内
容
の
法
話
を
し
た
後
に
、

制
限
時
間
の
中
で
参
加
者
と
一
緒
に
ふ

れ
あ
い
な
が
ら
調
理
す
る
活
動
を
進
め

て
お
り
ま
す
。

　

皆
で
一
緒
に
食
事
を
し
て
、
最
後
に

お
茶
を
飲
み
な
が
ら
の
質
疑
応
答
で
も

い
い
で
し
ょ
う
。
き
っ
と
そ
の
中
で
気

持
ち
に
響
く
何
か
が
あ
る
と
思
い
ま
す

し
、
こ
ち
ら
と
し
て
は
綺
麗
に
ま
と
め

た
話
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
ひ
と
時
を

同
じ
価
値
観
の
共
通
点
を
見
い
だ
し

て
、
一
つ
で
も
二
つ
で
も
〝
響
く
話
〟

を
お
伝
え
し
た
い
の
で
す
。

　

道
元
禅
師
様
の
お
言
葉
、
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
も
思
え
る
『
典
座
教
訓
』
か
ら
得

た
智
慧
を
学
び
、
そ
し
て
吸
収
す
る
青

年
僧
侶
の
存
在
意
義
を
再
確
認
し
、
現

状
維
持
で
満
足
せ
ず
に
、
現
代
の
世
相

に
合
っ
た
布
教
活
動
を
展
開
し
よ
う
と

願
う
一
人
と
し
て
、
こ
の
連
載
を
記
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

結
び
に
、
こ
の
企
画
に
出
会
っ
て
共

に
汗
を
か
い
た
皆
々
さ
ま
に
感
謝
い
た

し
ま
す
と
共
に
、
読
者
の
皆
さ
ま
に
も

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

白
澤
雪
俊　

合
掌

秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
主
催
「
平
成
二
十

年
度 

住
職
学
研
修
」
に
て

参
加
者
と
の
会
話
を
通
し
て
共
感
を
抱
く

参
加
者
同
士
の
触
れ
合
い
も
調
理
を
中
心

に
増
え
る
よ
う
だ

最
後
に
、
感
謝
と
共
に
味
わ
う
こ
と
も
布

教
の
一
つ
と
な
っ
た
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長野県松本生まれ。尼寺育ち。看護師として
の経験を生かし、医療と宗教の領域を横断す
る“あまんず（amans＝ama〈尼〉＋�ns〈ナー
ス、看護師〉）”として活動中。

東北福祉大学せんだんホスピタル・院長

浅
あさ
　野

の
　弘

ひろ
　毅

たけ
　×　飯

いい
　島

じま
　惠

けい
　道

どう
東北大学医学部卒業。精神科医。仙台市デイケ
アセンター所長、仙台市太白保健所長、仙台市
立病院神経精神科部長、認知症介護研究・研修
仙台センター副センター長を経て、現在、東北
福祉大学教授。

あまんずの
ダイアローグ ⑦ 「せんだん」の名を冠した病院

児
童
の
精
神
医
療
を
要
に

飯
島　

宗
門
立
の
東
北
福
祉
大
学
に
付

属
す
る
大
学
病
院
、
と
い
う
と
こ
ろ
に

非
常
に
興
味
が
湧
き
ま
す
。
設
立
の
経

過
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

浅
野　

お
そ
ら
く
全
国
で
初
め
て
の
、

医
学
部
の
な
い
大
学
の
付
属
病
院
だ
と

思
い
ま
す
。
当
初
は
高
齢
者
に
特
化
し

た
精
神
医
療
を
展
開
す
る
計
画
で
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
担
う
子
ど
も

達
の
精
神
医
療
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考

え
、
児
童
専
門
の
病
棟
と
外
来
を
設
立

し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
な
る
べ
く
慢
性

的
な
収
容
は
せ
ず
短
期
で
の
利
用
を
め

ざ
し
、
地
域
医
療
に
も
力
を
入
れ
る
、

と
い
う
よ
う
に
当
初
の
計
画
を
修
正
し

て
き
ま
し
た
。
病
床
を
持
つ
児
童
精
神

科
は
こ
の
近
辺
に
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、他
県
か
ら
も
来
院
し
て
こ
ら
れ
て
、

外
来
は
パ
ン
ク
状
態
で
す
。
少
子
化
の

時
代
な
の
に
不
思
議
で
す
ね
（
笑
）。

若
い
人
に
は
回
復
力
が
あ
り
、
条
件
を

調
え
て
あ
げ
る
と
自
ら
治
し
て
い
き
ま

す
。
看
護
師
や
作
業
療
法
士
・
理
学
療

法
士
を
目
指
す
学
生
が
こ
の
病
院
で
実

習
を
し
ま
す
が
、
立
ち
直
っ
て
い
く
患

者
さ
ん
の
姿
を
見
る
の
は
、
将
来
の
自

ら
の
職
業
に
対
す
る
希
望
に
も
な
り
ま

す
。

飯
島　

そ
れ
は
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す

ね
。
う
ら
や
ま
し
い
で
す
。
私
は
昭
和

五
十
年
代
に
あ
る
地
方
病
院
の
精
神
科

で
実
習
を
し
ま
し
た
が
、
重
い
雰
囲
気

し
か
な
く
て
、
声
か
け
一
つ
に
も
悩
ん

だ
記
憶
が
あ
り
ま
す
。（
精
神
障
害
は
）

回
復
す
る
も
の
、
と
認
知
さ
れ
る
と
、

周
り
（
の
患
者
へ
の
接
し
方
）
も
変

わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
逆
に
、（
精

神
）
障
害
が
あ
る
と
違
っ
た
目
で
見
ら

れ
る
の
が
現
状
で
す
が
、
社
会
全
体
で

考
え
方
を
変
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

実
習
生
た
ち
の
こ
こ
で
の
経
験
が
、
患

者
さ
ん
に
対
す
る
意
識
の
変
化
と
し
て

広
ま
っ
て
い
け
ば
良
い
で
す
ね
。

Ａ
Ｃ
Ｔ
に
よ
る

�

支
援
活
動
と
成
果

飯
島　
「
せ
ん
だ
ん
ホ
ス
ピ
タ
ル
」
を

退
院
し
た
患
者
さ
ん
が
、
社
会
に
適
応

で
き
ず
再
入
院
す
る
ケ
ー
ス
は
、
そ
ん

な
に
多
く
は
な
い
よ
う
で
す
ね
。

浅
野　

障
害
者
の
自
立
支
援
法
が
出
来

て
、
地
域
で
支
え
る
民
間
の
活
動
が
活

発
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
障
害
者
を
取

り
巻
く
環
境
は
昔
と
は
随
分
違
う
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
比
較
的
年
代
が
若

く
、
最
近
退
院
し
た
人
は
、
制
度
を
活

用
し
て
社
会
生
活
が
送
れ
ま
す
が
、
何

十
年
も
入
院
し
て
い
た
方
は
、
地
域
で

の
生
活
力
を
失
っ
て
、
帰
る
べ
き
家
も

無
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
精
神
障

害
者
の
た
め
の
高
齢
者
施
設
は
な
く
、

長
期
入
院
患
者
は
退
院
が
難
し
い
の
が

現
状
で
す
。

飯
島　

こ
の
病
院
の
特
徴
で
も
あ
る

「
Ａ
Ｃ
Ｔ
（
ア
ク
ト
）」
は
、
そ
の
現

状
に
ど
う
対
応
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？

浅
野	

正
式
に
は「A

ssertive	C
o
m
-	

m
u
n
ity	T

reatm
en
t

」、
つ
ま
り
包

括
型
地
域
生
活
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
こ

と
で
す
ね
（
※
）。
従
来
、
精
神
科
の

病
院
は
世
界
的
に
長
期
収
容
型
で
し

た
。
英
米
で
は
一
九
七
〇
年
代
頃
か
ら

行
政
が
従
来
の
病
院
を
閉
鎖
し
て
、
患

者
さ
ん
た
ち
が
出
来
る
だ
け
生
活
を
奪

わ
れ
ず
に
地
域
で
治
療
を
受
け
て
も
ら

う
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
、
訪
問
チ
ー

ム
で
支
え
る
活
動
と
し
て
Ａ
Ｃ
Ｔ
は
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
に
日
本
で
も
、

国
立
精
神
神
経
セ
ン
タ
ー
精
神
保
健
研

究
所
が
「
Ａ
Ｃ
Ｔ―

Ｊ
（
ア
ク
ト･

ジ
ャ

パ
ン
）」
を
設
置
し
、
精
神
科
医
や
看

護
師
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
当
事

者
ス
タ
ッ
フ
な
ど
で
編
成
さ
れ
た
チ
ー

ム
を
結
成
し
て
、
千
葉
県
市
川
市
を
中

心
に
試
験
的
に
支
援
活
動
を
始
め
ま
し

た
。
こ
の
病
院
の
Ａ
Ｃ
Ｔ
チ
ー
ム
は
、

Ａ
Ｃ
Ｔ―

Ｊ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
二
人
を

お
呼
び
し
て
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
Ａ

Ｃ
Ｔ
チ
ー
ム
は
、
患
者
さ
ん
が
早
期
に

退
院
出
来
る
た
め
の
準
備
を
し
て
、
地

域
に
戻
れ
る
条
件
を
整
備
し
ま
す
。
Ａ

Ｃ
Ｔ
チ
ー
ム
と
病
院
が
連
携
し
て
活
動

し
て
、
車
で
三
十
分
以
内
の
範
囲
は
Ａ

Ｃ
Ｔ
チ
ー
ム
が
当
事
者
宅
を
訪
問
し
、

外
来
に
来
ら
れ
る
方
は
病
院
が
直
接
対

応
す
る
。
必
要
に
応
じ
て
、
危
機
的
な

状
況
に
対
応
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

ま
す
。
Ａ
Ｃ
Ｔ
チ
ー
ム
の
活
動
を
見
る

　
「
自
分
の
人
生
を
＂
主
人
公
＂
と
し
て

生
き
る
」
こ
と
は
万
人
の
願
う
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。そ
れ
を
叶
え
る
た
め
に
は
、

自
分
の
人
生
を
「
我
こ
そ
が
当
事
者
」

と
し
て
考
え
て
生
き
ら
れ
る
か
ど
う
か

が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。「
自
分

こ
そ
当
事
者
」
と
位
置
づ
け
、自
立
し
た

生
活
を
営
む
た
め
に
は
、
ま
ず
、
生
活
の

基
盤
を
し
っ
か
り
と
構
築
す
る
必
要
が

あ
る
。そ
の
た
め
に
は
、
自
分
の
努
力
だ

け
で
は
な
く
、さ
ま
ざ
ま
な
社
会
資
源
を

使
う
必
要
も
あ
ろ
う
。

　

障
が
い
を
抱
え
な
が
ら
社
会
の
中
で

自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
を
地
域
で

支
え
て
い
く
方
法
、そ
れ
が
「
包
括
型
地

域
生
活
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
あ
る
。こ

れ
は
医
療
主
導
で
も
な
く
、福
祉
主
導
で

も
な
く
、当
事
者
主
体
の
考
え
方
に
根
ざ

し
た
生
活
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

　

つ
い
最
近
ま
で
精
神
保
健
福
祉
の
領

域
で
は
「
措
置
」
的
処
遇
が
な
さ
れ
て

い
た
が
、
最
近
で
は
、
生
活
の
拠
点
を
施

設
か
ら
地
域
に
移
し
、措
置
か
ら
自
立
へ

と
大
き
く
方
向
転
換
さ
れ
た
。し
か
し
、

は
た
し
て
社
会
の
中
に
そ
の
受
け
皿
が

十
分
に
整
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、不
安

な
側
面
も
多
い
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、「
そ
の
人
が
、
そ

の
人
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
、
地
域

保
健
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
支
え
て
い
く
」

活
動
が
せ
ん
だ
ん
ホ
ス
ピ
タ
ル
で
始
動

し
て
い
る
。

　
「
当
事
者
主
体
」
の
サ
ポ
ー
ト
は
、「
人

生
の
主
人
公
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
支

え
る
、地
域
の
縁
つ
な
ぎ
の
活
動
」
と
も

言
え
る
と
同
時
に
、当
事
者
こ
そ
が
人
生

の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
、当
事
者
自
身
が

認
識
で
き
る
よ
う
基
盤
を
整
備
す
る
作

業
で
も
あ
る
。

　

科
学
を
駆
使
し
、社
会
資
源
を
駆
使
し

て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、現
代
に
お
け
る
地

域
保
健
福
祉
の
縁
つ
な
ぎ
の
実
践
に
つ

き
、せ
ん
だ
ん
ホ
ス
ピ
タ
ル
院
長
の
浅
野

氏
に
取
り
組
み
を
う
か
が
っ
た
。

�
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と
、「
こ
う
い
う
サ
ポ
ー
ト
を
す
れ
ば

患
者
さ
ん
は
退
院
で
き
る
ん
だ
」
と
い

う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
非
常
に

手
間
隙
を
か
け
ま
す
ね
。
例
え
ば
、
ト

ラ
ブ
ル
で
警
察
に
保
護
さ
れ
た
精
神
障

害
の
ホ
ー
ム
レ
ス
。
本
名
も
住
所
も
わ

か
ら
な
い
が
、自
ら
を「
宮
家
の
者
だ
」

と
し
か
仰
ら
な
い
。
引
き
取
り
手
も
な

く
、
放
っ
て
お
け
ば
ま
た
ホ
ー
ム
レ
ス

に
戻
る
か
ら
継
続
的
に
入
院
と
な
る
の

が
通
例
で
し
た
が
、
Ａ
Ｃ
Ｔ
チ
ー
ム
が

ア
パ
ー
ト
を
探
し
て
き
た
お
か
げ
で
退

院
出
来
ま
し
た
。
今
で
も
何
か
あ
れ
ば

Ａ
Ｃ
Ｔ
チ
ー
ム
が
訪
問
し
て
い
ま
す
。

別
の
例
で
は
、
自
殺
を
図
っ
て
病
院
に

運
ば
れ
て
き
て
、
調
べ
た
ら
現
住
所
が

な
い
。
し
か
し
Ａ
Ｃ
Ｔ
チ
ー
ム
で
、
あ

る
離
島
に
本
籍
が
あ
る
こ
と
ま
で
探
索

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
生
活
保
護
を
申
請

し
て
ア
パ
ー
ト
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
生
活
の
基
盤
が
あ
る
か
な

い
か
、
と
い
う
の
は
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

の
基
本
で
す
。

飯
島　

そ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
初
め
て
聞

き
ま
し
た
。
生
活
の
基
盤
は
重
要
で
す

も
の
ね
。
個
別
ご
と
の
ケ
ー
ス
に
し
っ

か
り
対
応
し
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。

浅
野　

今
の
と
こ
ろ
Ａ
Ｃ
Ｔ
に
診
療
報

酬
は
あ
り
ま
せ
ん
。
代
わ
り
に
訪
問
看

護
や
医
師
の
往
診
点
数
を
と
っ
て
対
応

し
て
い
ま
す
が
、
手
間
隙
を
多
く
か
け

て
い
る
割
に
は
、
し
ば
ら
く
は
金
銭
的

に
持
ち
出
し
に
な
り
、
難
し
い
と
こ
ろ

で
す
。
そ
れ
で
も
Ａ
Ｃ
Ｔ
は
こ
れ
か
ら

の
流
れ
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

飯
島　

お
話
を
聞
く
ほ
ど
に
、
皆
さ
ん

の
熱
意
や
た
い
へ
ん
さ
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。
今
後
の
展
望
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
け
ま
す
か
？

浅
野　

こ
の
四
月
か
ら
入
院
児
童
の
た

め
の
院
内
学
級
を
開
く
予
定
で
す
。
そ

し
て
、
十
代
の
児
童
に
限
定
し
た
デ
イ

ケ
ア
が
、
す
で
に
十
月
か
ら
試
行
的
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
デ
イ
ケ
ア
の
多
く

は
活
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ

や
ゲ
ー
ム
、
料
理
、
外
出
し
て
映
画
を

観
た
り
買
い
物
を
し
た
り
。
そ
う
い
う

形
で
、
通
院
で
き
る
人
は
通
院
し
て
も

ら
い
、
自
宅
か
ら
出
ら
れ
な
い
人
に
は

Ａ
Ｃ
Ｔ
で
支
援
、
と
両
方
を
組
み
合
わ

せ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
舎
か
ら
行
動
を
起
こ
す

浅
野　

私
も
ず
っ
と
仙
台
で
暮
ら
し
て

い
ま
す
が
、
東
北
福
祉
大
学
の
こ
こ

二
十
年
ほ
ど
の
発
展
は
目
覚
ま
し
く
、

非
常
に
人
気
の
あ
る
大
学
で
す
。
近
年

は
看
護
や
作
業
療
法
・
理
学
療
法
の
学

科
が
新
設
さ
れ
、
ま
た
予
防
福
祉
ク
リ

ニ
ッ
ク
は
学
生
の
健
康
管
理
を
す
る
た

め
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
は
一

般
に
も
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。

飯
島　

学
生
さ
ん
に
と
っ
て
も
あ
り
が

た
い
こ
と
で
す
よ
ね
。医
療
と
福
祉
と
、

総
合
的
に
展
開
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

浅
野　

そ
の
外
に
高
齢
者
関
連
施
設
や

幼
稚
園
、
児
童
自
立
支
援
ホ
ー
ム
も
あ

り
ま
す
。「
感
性
福
祉
研
究
所
」
で
は

心
理
学
や
生
理
学
的
な
研
究
を
し
て
い

ま
す
。
二
〇
〇
七
年
に
は
大
学
直
近
に

Ｊ
Ｒ
仙
山
線
の
「
東
北
福
祉
大
前
駅
」

が
で
き
ま
し
た
。

飯
島　

聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
色
々
な
こ
と

に
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
す
ね
。
学
ん

だ
こ
と
を
行
動
に
移
そ
う
と
い
う
意
欲

が
あ
る
。「
行
学
一
如
」
が
建
学
精
神

と
伺
い
ま
し
た
が
、こ
こ
の
実
践
に
は
、

今
時
の
社
会
に
マ
ッ
チ
し
た
「
行
」
が

あ
り
ま
す
よ
ね
。

東
北
福
祉
大
学

�

せ
ん
だ
ん
ホ
ス
ピ
タ
ル

多
様
化
す
る
現
代
社
会
で
子
ど
も
や
大
人

が
多
く
の
ス
ト
レ
ス
を
う
け
て
い
る
現
状

を
踏
ま
え
、
東
北
福
祉
大
学
（
宮
城
県
仙

台
市
）
で
の
こ
れ
ま
で
の
各
種
の
福
祉
研

究
成
果
を
も
と
に
、
医
療
・
保
健
・
福
祉

が
融
合
し
た
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
を
社
会

に
提
供
し
、
地
域
医
療
・
地
域
生
活
の
一

層
の
拡
充
を
目
指
し
て
、
昨
年
六
月
に

オ
ー
プ
ン
し
た
。
病
院
の
特
色
と
な
る
の

が
「
Ａ
Ｃ
Ｔ
」、ま
た
は
「
Ｓ―

Ａ
Ｃ
Ｔ
（
サ

ク
ト　

仙
台
版
Ａ
Ｃ
Ｔ
）」
で
あ
る
。

※
包
括
型
地
域
生
活
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
Ａ
Ｃ
Ｔ
：A

ssertive C
o
m

m
u
n
ity 

T
reatm

en
t

）

重
い
精
神
障
害
を
も
つ
人
た
ち
で
も
住

み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続

け
て
い
け
る
よ
う
に
、
多
職
種
の
ス

タ
ッ
フ
が
積
極
的
な
訪
問
に
よ
っ
て
包

括
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
直
接
提
供
す
る
、

最
も
集
中
的
・
包
括
的
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
モ
デ
ル
。

病
院
と
Ａ
Ｃ
Ｔ
チ
ー
ム
の
連
携
は
こ
れ
か
ら
の
主
流
に
な
り
ま
す
。（
浅
野
）

今
の
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た「
行
学
一
如
」が
あ
り
ま
す
ね
。（
飯
島
）
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関
係
が
多
く
、
経
典
や
禅
籍
な
ど
の
書

籍
類
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
の
た
め
学

解
知
識
を
貴
ば
ず
、
不
立
文
字
を
重
ん

じ
て
坐
禅
一
筋
で
あ
っ
た
こ
と
が
遺
贈

品
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

当
時
は
五
条
衣
を
縮
小
し
た
守
持
衣

（
た
だ
し
、
七
条
や
九
条
も
あ
る
）、
掛

絡
以
外
に
五
条
衣
の
使
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
そ

の
大
き
さ
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
は

未
詳
で
あ
る
。
今
後
の
調
査
に
よ
り
見

出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
な

お
、
守
持
衣
の
多
か
っ
た
こ
と
は
、
黙

山
が
い
つ
も
搭
け
て
い
た
か
ら
と
考
え

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

現
在
確
認
で
き
た
黙
山
の
守
持
衣
は

迦
葉
院
に
一
肩
あ
り
、
縦
三
十
六
セ
ン

チ
、
横
七
十
三
セ
ン
チ
で
、
い
ろ
い
ろ

な
布
を
綴
り
合
わ
せ
た
キ
リ
雑ま
ぜ

の
九
条

で
あ
る
（
図
１
）。
隠
棲
し
た
長
楽
寺

「
遺
贈
簿
」と
略
称
）が
迦
葉
院
に
あ
る
。

そ
れ
か
ら
主
な
遺
品
の
種
類
と
数
を
整

理
し
て
み
る
と
、
守
持
衣
が
一
〇
八
人

に
贈
ら
れ
て
お
り
一
番
多
い
。
続
い
て

複ふ
く

子す
（
四
十
六
）、
頭ず

巾き
ん（
三
十
八
）、
襟き
ん

衣え
（
三
十
一
）と
な
り
、
掛
絡（
三
）、
モ

ヲ
ル
掛
絡（
二
）、
夏
掛
絡（
一
）、
紋
繻

子
掛
絡（
一
）、
五
条
衣（
一
）な
ど
袈
裟

黙
山
元
轟
と
�

微
笑
尼
の
守
持
衣

愛
知
学
院
大
学
教
授　

川
口
高
風

曹
洞
宗
の
袈
裟
に
学
ぶ�
第
９
回

　

本
連
載
中
、
袈
裟
に
関
す
る
新
し
い

資
料
や
情
報
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
さ
に
袈
裟
功
徳
で
あ
る
。
本
年
二
月

に
東
京
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
て
い

た
「
妙
心
寺
展
」
で
、
開
山
の
関か

ん

山ざ
ん

慧え

玄げ
ん

（
一
二
七
七―

一
三
六
〇
）
が
使
用

し
た
絡ら
く

子す

が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
十
四

世
紀
の
南
北
朝
時
代
の
も
の
で
、
絡
子

の
変
遷
を
考
え
る
上
に
お
い
て
貴
重
な

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
京
都
の
臨
済

宗
の
大
本
山
寺
院
か
ら
絡
子
を
所
蔵
し

て
い
る
情
報
も
入
り
、
今
後
の
研
究
に

よ
っ
て
絡
子
の
成
立
過
程
が
一
層
明
ら

か
に
な
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
最
近
、
続
々
と
守し
ゅ

持じ

衣え

が
見
出
さ
れ
た
。黙も
く

山さ
ん

元げ
ん

轟ご
う（
一
六
八
三

―

一
七
六
三
）
の
使
用
し
て
い
た
も
の

が
三
肩
、
徹て

つ

顔が
ん

微み

笑
し
ょ
う

尼に

（
一
六
九
一

―

一
七
五
六
）
が
作
っ
て
納
め
た
も
の

が
三
肩
あ
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
各
地
の
寺

院
に
所
蔵
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
紹
介
し
て
み

た
い
。

　

黙
山
は
江
戸
中
期
に
「
坐
禅
黙

山
」
と
称
さ
れ
、
枯
木
の
如
き
坐
禅

一
筋
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）
出
羽
国
（
秋
田
県
）

に
生
ま
れ
、
十
四
歳
の
元
禄
九
年

（
一
六
九
六
）
に
満
福
寺
（
横
手
市
増

田
町
）
十
三
世
孤
室
林
峰
に
つ
い
て
得

度
し
た
。
そ
の
後
、
江
戸
へ
出
て
駒
込

の
吉
祥
寺
に
錫
を
留
め
、
続
い
て
東
昌

寺
（
茨
城
県
猿
島
郡
五
霞
町
）
の
隠い
ん

之し

道ど
う

顕け
ん

に
参
じ
て
法
を
嗣
い
で
い
る
。

　

享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
に
は
隠

之
の
後
住
と
し
て
東
昌
寺
二
十
五
世
に

就
き
、
翌
十
九
年
に
は
迦か

葉
し
ょ
う

院い
ん

（
埼

玉
県
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町
）
を
開
い
た
。

東
昌
寺
住
職
で
あ
っ
た
黙
山
は
関
三
刹

の
総
寧
寺
と
の
本
末
法
系
違
乱
の
理
由

で
幕
府
へ
訴
え
ら
れ
、
つ
い
に
江
戸
近

郊
よ
り
追
放
処
分
と
な
っ
て
伊
勢
の
長

楽
寺
（
い
な
べ
市
藤
原
町
）
へ
隠
棲
し

た
。
そ
の
後
、
迦
葉
院
へ
戻
り
各
地
か

ら
招
請
さ
れ
て
雲
水
の
教
導
に
努
め
た

が
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
十
一

月
五
日
に
八
十
一
歳
で
示
寂
し
た
。

　

著
書
に
『
黙
山
元
轟
當
念
集
』『
鉗

鎚
集
』『
鶏
足
開
山
黙
老
和
尚
語
録
』

な
ど
が
あ
り
、
伝
記
は
法
嗣
の
鼈ご
う

山ざ
ん

呑ど
ん

江こ
う

が
編
集
し
た
『
黙
山
和
尚
年
譜
』
が

あ
る
。

　

黙
山
の
遺
品
は
、
弟
子
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
米
沢
藩
主
上
杉
家
の
家
老
な
ど

に
も
贈
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
名
簿
と
も

い
え
る
「
開
山
老
人
遺
贈
簿
」（
以
下
、

図 2 　長楽寺蔵の守持衣

図 3 　長楽寺蔵の守持衣

続々と見出される守持衣

図 1 　迦葉院蔵の守持衣
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に
は
縦
四
十
セ
ン
チ
、
横
六
十
九
セ
ン

チ
の
九
条
と
縦
四
十
セ
ン
チ
、
横
七
十

セ
ン
チ
の
九
条
の
二
肩
が
あ
り
、
同
じ

く
絹
や
麻
が
混
じ
っ
た
キ
リ
雑
に
な
っ

て
い
る
（
図
２
・
３
）。
裏
布
は
す
べ
て

の
守
持
衣
に
つ
い
て
い
る
。

　

次
に
、
微
笑
尼
の
守
持
衣
を
み
て
み

よ
う
。
微
笑
尼
は
美
濃
国
多
良
郷
の
西

高
木
家
六
代
目
高
木
貞
則
の
女
で
、
尾

張
藩
御お

側そ
ば

用よ
う

心じ
ん

頭
が
し
ら

遠
山
景
供
の
正
室

で
あ
る
。
初
め
龍
福
寺
（
京
都
府
船
井

郡
京
丹
波
町
井
尻
龍
福
寺
）
開
山
の
断

崖
独
橋
に
つ
い
て
参
禅
し
、
菩
薩
戒
を

受
け
た
後
、
弟
子
の
頑が

ん

翁の
う

曳え
い

石せ
き

に
も
参

じ
た
。
微
笑
尼
は
霊
り
ょ
う

鷲じ
ゅ

院い
ん

（
日
進
市
赤

池
町
）
を
開
く
に
あ
た
り
、
頑
翁
を
開

山
に
迎
え
た
の
で
あ
る
。
霊
鷲
院
に
は

道
元
、
瑩
山
両
禅
師
の
御
霊
骨
が
安
置

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
微
笑
尼
が
正
法

寺
（
奥
州
市
水
沢
区
黒
石
町
）
に
伝
わ

る
御
霊
骨
を
同
寺
二
十
三
世
定

じ
ょ
う

山ざ
ん

良
り
ょ
う

光こ
う

の
弟
子
よ
り
得
た
た
め
で
、
微
笑
尼

は
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
道
元
禅

師
の
御
霊
骨
の
一
部
を
興
聖
寺
（
宇
治

市
宇
治
山
田
）
へ
納
め
て
い
る
。

　

微
笑
尼
は
、
父
母
よ
り
の
手
紙
に
観

音
経
を
書
き
、
樒

し
き
み

の
葉
に
観
音
菩
薩
の

称
号
を
書
い
た
も
の
を
焼
い
て
臼う
す

で
つ

き
、
漆
う
る
し
で
煉ね

っ
て
一
千
体
の
観
音
像
を

造
っ
た
。
そ
れ
を
全
国
の
寺
院
始
め
、

朝
鮮
、
琉
球
の
大
刹
へ
納
め
る
と
と
も

に
、
蓮
の
糸
に
よ
っ
て
九
条
衣
や
七
条

衣
を
作
り
永
平
寺
、総
持
寺
、興
聖
寺
、

當
麻
寺
、
正
林
寺
（
大
垣
市
上
石
津

町
）、曼
陀
羅
寺
（
江
南
市
前
飛
保
町
）

霊
鷲
院
へ
納
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
安

陀
衣
（
五
条
衣
）
は
面
山
瑞
方
を
始
め

多
く
の
耆
年
老
宿
に
贈
っ
て
い
る
こ
と

が
「
藕
絲
袈
裟
記
」
な
ど
か
ら
明
ら
か

に
な
る
。

　

筆
者
の
調
査
に
よ
り
微
笑
尼
の
作
成

し
た
藕
絲
の
袈
裟
が
、
そ
の
他
に
も
存

在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
龍
福
寺
で
あ
る
。
同
寺
は
断
崖
独

橋
の
開
い
た
寺
で
、二
世
は
頑
翁
曳
石
、

三
世
は
萬
里
虎
関
で
あ
っ
た
。

　

一
肩
は
縦
一
〇
一
セ
ン
チ
、
横

一
六
二
セ
ン
チ
の
七
条
衣
で
、
裏
書
に

よ
る
と
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
十
一

月
に
寄
附
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
も
う
一
肩
は
縦
二
十
七
セ
ン
チ
、

横
五
十
二
セ
ン
チ
の
九
条
の
守
持
衣

で
、
そ
の
裏
書
に
は

　

濃
州
多
良
住
高
木
氏
源
貞
則
女

　

尾
州
名
古
屋
藤
原
氏
遠
山
景
慶
母

　

霊
鷲
院
微
笑
尼

　

誰
か
し
る
は
ち
す
の
糸
の
か
ら
衣

　

を
り
は
へ
き
ぬ
る
は
し
め
お
は
り
を

と
あ
り
、
七
条
衣
と
同
じ
和
歌
が
記
さ

れ
て
い
る
。
寄
附
し
た
年
月
日
は
記
さ

れ
て
い
な
い
た
め
不
詳
で
あ
る
が
、
お

そ
ら
く
七
条
衣
と
同
時
に
寄
附
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
（
図
４
・
５
・
６
）。

　

龍
福
寺
に
は
、
そ
の
他
に
裏
書
が
な

い
た
め
詳
し
い
こ
と
の
明
ら
か
に
な
ら

な
い
守
持
衣
も
二
肩
あ
る
。
一
つ
は
縦

三
十
七
セ
ン
チ
、
横
四
十
三
・
五
セ
ン

チ
の
藕
絲
で
作
ら
れ
て
い
る（
図
７
）。

も
う
一
肩
は
縦
三
十
五
セ
ン
チ
、
横

六
十
三
セ
ン
チ
の
キ
リ
雑
で
で
き
て
い

る
（
図
８
）。

　

こ
の
よ
う
に
守
持
衣
は
三
種
を
所
蔵

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
袈
裟
が
納
め

ら
れ
た
箱
の
表
に
は
、

　

丹
州
高
屋
邑
雲
居
山
龍
泉
禅
寺

　

御
開
山
法
衣
藕
絲
七
条
一
領

と
あ
り
、
方
一
尺
（
鯨
尺
、
約
三
十
七

セ
ン
チ
四
方
）
の
大
き
さ
で
、
裏
に
は

微
笑
尼
の
和
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
残
念
な
が
ら
面
山
に
贈
ら
れ
た

守
持
衣
は
み
つ
か
ら
な
い
。

　
　

濃
州
多
良
住
高
木
氏
源
貞
則
女

　
　

尾
州
名
古
屋
藤
原
景
供
室

　

霊
鷲
院
殿
徹
顔
微
笑
禅
尼
寄
附
焉

　
　
　

于
時
寛
延
三
歳
午
十
一
月
中
浣

と
あ
り
、
七
条
衣
の
裏
書
と
同
文
で
あ

る
。
ま
た
、
箱
の
裏
書
に

　

無
得
良
悟
大
和
尚

　
　

寛
保
二
壬
戊
五
月
廿
三
日
示
寂

　
　

寿
九
十
二
歳

　

暁
堂
無
明
大
和
尚

　
　

寛
延
四
辛
未
年
三
月
廿
五
日
寂

　
　

寿
七
十
二
歳

と
あ
り
、
無
得
良
悟
と
暁
堂
無
明
の
示

寂
日
と
行
年
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
こ
れ
ら
の
袈
裟
は
本
来
、
龍
福
寺

に
寄
附
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
龍
泉

寺（
京
都
府
船
井
郡
丹
波
町
富
田
岩
内
）

の
開
山（
無
得
良
悟
）へ
寄
附
し
た
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
微

笑
尼
は
断
崖
、
無
隠
道
費
、
暁
堂
の
本

師
の
無
得
良
悟
へ
納
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

龍
泉
寺
は
近
年
、
火
災
に
あ
い
山
門

な
ど
を
残
し
て
灰
塵
に
帰
し
荒
地
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
袈
裟
は

伽
藍
が
廃
絶
さ
れ
る
以
前
に
本
寺
の
龍

福
寺
へ
移
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

微
笑
尼
の
作
っ
た
守
持
衣
は
面
山
瑞

方
も
入
手
し
て
お
り
、「
藕
絲
守
持
衣

記
」
に

今
所
二

護
持
一

者
藕
絲
九
条
。
而
尼
微
笑

之
所
レ

製
也
。
…
…
其
製
巧
妙
。
余
得

二

一
衣
一

。方
一
尺
有
餘
。
衣
背
記
二

和

歌
一
首
幷
名
一

。余
常
掛
レ

之
。
浄
而
軽

矣
。

図 4 　 微笑尼の裏書のある
守持衣を搭けた姿

図 5 　横からみた姿図 6 　後からみた姿

図 7 　龍福寺蔵の守持衣図 8 　龍福寺蔵の守持衣
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