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平
成
27
年
10
月
18
日
、
神
奈
川
県
横
浜
市

鶴
見
区
の
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
を
会

場
に
「
平
成
27
年
度　

禅
文
化
学
林
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
禅
文
化
学
林
は
、
大
本
山
總
持
寺

二
祖
峨
山
禅
師
様
の
六
五
〇
回
大
遠
忌
に
当
た

る
本
年
、
山
内
で
開
催
さ
れ
る
「
鶴
見
の
ま
ち

の
大
遠
忌
」
に
併
せ
行
い
ま
し
た
。
峨
山
禅
師

様
は
、
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
師
の
瑩
山
禅
師
を
経

て
自
ら
に
、
そ
し
て
弟
子
た
ち
に
教
え
を
伝
え

て
い
く
「
相
承
」
の
想
い
を
非
常
に
大
切
に
さ
れ

ま
し
た
。
全
国
曹
洞
宗
青
年
会（
以
下
、全
曹
青
）

は
、
こ
の
想
い
を
現
代
に
受
け
継
ぐ
私
た
ち
が
、

食
の
観
点
か
ら
「
食
事
を
通
し
て
い
た
だ
く
命

が
、
私
た
ち
の
命
と
な
っ
て
繋
が
っ
て
い
く“
命

の
相
承
”」
と
し
て
、
ま
た
、
禅
の
作
法
に
則
り

精
進
料
理
を
い
た
だ
く
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
青

年
僧
侶
と
の
交
流
を
通
し
て
広
く
一
般
の
皆
様

に「
相
承
」の
精
神
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

「
精
進
料
理
フ
ェ
ス
タ 

in 

總
持
寺
」
の
開
催
準

備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

前
日
（
10
月
17
日
）
午
後
２
時
に
集
合
し
た
各

管
区
・
曹
青
会
の
出
品
団
体
の
皆
様
や
全
曹
青

参
加
者
は
、
安
逹
会
長
か
ら
の
御
礼
の
挨
拶
と

簡
単
な
全
体
打
ち
合
わ
せ
の
後
、
翌
日
の
下
見

や
、
各
配
役
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
大
本
山
總
持
寺
の
役
寮
諸
老
師
各
位
や

大
衆
の
方
が
た
の
ご
助
力
を
い
た
だ
き
、
軽
ト

ラ
ッ
ク
を
使
い
お
借
り
し
た
テ
ン
ト
や
器
物
を

仏
殿
前
や
放
光
堂
に
運
び
ま
し
た
。

精
進
料
理
フェス
タ
in
總
持
寺

　
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
に
と
っ
て
「
食
」
は
大
き
な
一
つ
の
テ
ー
マ
で
す
。
そ
れ
は

戦
後
か
ら
昭
和
、
平
成
と
遷
る
世
の
中
で
「
飽
食
の
時
代
」「
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
」
と

い
う
言
葉
で
食
が
表
現
さ
れ
、
そ
の
中
で
現
代
社
会
が
置
き
去
り
に
し
た
も
の
を
、

私
た
ち
が
発
信
し
続
け
る「
使
命
」な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
今
回
は
、
仏
祖
や
諸
先
達
が
発
信
さ
れ
た
も
の
を
継
承
す
る
第
21
期
全
国
曹
洞

宗
青
年
会
の
「
食
」
を
通
じ
た
発
信
と
活
動
、
ま
た
現
在
進
行
形
で
「
食
事
作
法
の

精
神
」「
子
ど
も
た
ち
の
食
の
貧
困
」に
真
正
面
か
ら
取
り
組
む
方
が
た
の
活
動
を
特

集
し
ま
す
。

特
集精

進
料
理
フェス
タ

平
成
27
年
10
月
18
日

［
特
集
］つ
く
る
人
の
笑
顔  

食
べ
る
人
の
笑
顔

 
①
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
が
発
信
す
る「
食
」
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当
日
（
10
月
18
日
）
午
前
５
時
30
分
、
總
持
寺

仏
殿
前
に
集
合
。
前
日
作
成
し
た
入
場
ゲ
ー
ト

を
運
び
、
旗
を
準
備
。
食
事
を
お
召
し
上
が
り

い
た
だ
く
場
所
と
し
て
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
と
赤

毛
氈
を
敷
い
た
上
に
机
を
準
備
。
準
備
万
端
整

え
て
か
ら
、
午
前
９
時
30
分
か
ら
の
「
二
祖
峨

山
禅
師
献
供
諷
経
」
に
向
か
い
ま
し
た
（
献
供
諷

経
法
要
の
記
事
は
13
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
）。

　

法
要
と
、
大
祖
堂
前
で
の
記
念
撮
影
を
終
え

る
と
「
既
に
長
蛇
の
列
が
出
来
て
い
ま
す
」
と
の

連
絡
を
い
た
だ
き
、
関
係
者
は
急
い
で
改
良
衣

絡
子
に
着
替
え
て
仏
殿
前
に
移
動
。
總
持
寺
に

お
参
り
さ
れ
本
日
の
イ
ベ
ン
ト
を
現
地
で
知
っ

た
方
、
予
め
全
曹
青
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
般
若
』
や

『
全
曹
青facebook

ペ
ー
ジ
』、
広
告
チ
ラ
シ
な

ど
を
通
じ
精
進
料
理
フ
ェ
ス
タ
を
お
目
当
て
に

来
場
さ
れ
た
方
な
ど
、
１
０
０
人
近
い
方
が
た

が
既
に
開
始
を
待
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

午
前
11
時
、
原
事
務
局
長
の
宣
言
を
合
図
に

「
精
進
料
理
フ
ェ
ス
タ 

in 

總
持
寺
」
開
始
。
仏

殿
左
側
の
入
場
ゲ
ー
ト
を
く
ぐ
っ
た
来
場
者
は
、

先
ず
受
付
で
お
盆
を
受
け
取
り
、
各
地
か
ら
出

品
さ
れ
た
６
種
類
の
精
進
料
理
を
お
盆
に
揃
え
、

仏
殿
向
か
っ
て
右
側
の
赤
毛
氈
と
机
が
用
意
さ

れ
た
食
事
場
所
に
移
動
。
ま
た
赤
毛
氈
に
座
る

の
が
大
変
な
方
に
は
、
少
数
で
す
が
椅
子
で
の

お
食
事
席
も
準
備
い
た
し
ま
し
た
。
今
回
精
進

料
理
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
加
盟
団
体
と
料
理

は
こ
ち
ら
。

・
中
国
管
区
青
年
会 

「
と
ろ
ろ
焼
き
」

・
四
国
管
区
青
年
会 

「
ハ
ー
ブ
塩
う
ど
ん
」

・
兵
庫
県
第
二
宗
務
所
青
年
会

「
黒
枝
豆
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
か
き
揚
げ
」

・
九
州
管
区 

「
豆
乳
プ
リ
ン
」

・
東
海
管
区 

「
禅
パ
ス
タ
」

（
冬
瓜
と
豆
乳
の
ク
リ
ー
ム
パ
ス
タ
風
）

・
東
北
管
区 

「
お
く
ず
か
け
」

（
当
日
テ
ン
ト
で
の
提
供
順
）

　

全
国
か
ら
参
集
し
た
各
管
区
・
曹
青
会
が
腕

を
振
る
い
、
各
地
の
名
産
品
や
伝
統
を
活
か
し

た
以
上
の
６
品
の
精
進
料
理
が
お
膳
に
揃
う
と
、

無
料
で
こ
の
精
進
膳
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
驚

く
来
場
者
も
大
勢
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

来
場
者
の
方
に
は
向
か
い
合
い
の
２
列
の
席

が
埋
ま
る
ま
で
お
待
ち
い
た
だ
い
た
後
、
食
事

作
法
の
説
明
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
箸

袋
に
書
か
れ
た
『
五
観
の
偈
』
を
全
員
で
お
唱
え

し
て
か
ら
食
事
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
調
味
料

を
極
力
抑
え
た
滋
味
広
が
る
精
進
料
理
を
、
一

つ
一
つ
の
器
を
両
手
で
持
ち
丁
寧
に
味
わ
う
。

普
段
何
気
な
く
「
済
ま
せ
て
し
ま
う
」
食
事
も
、

作
法
に
則
り
感
謝
の
気
持
ち
を
新
た
に
い
た
だ

く
こ
と
で
、
精
進
料
理
と
禅
宗
の
食
事
作
法
の

意
味
、
ま
た
「
命
を
い
た
だ
く
」
こ
と
を
改
め
て

受付で参加者にお盆を手渡し声を掛ける安逹会長

ハーブ塩うどんを準備する四国地区曹洞宗青年会テント

受付でお盆を受け取り、各地の精進料理を順に手渡し

「お箸の持ち方教室」にもたくさんの見学者
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ご
理
解
い
た
だ
く
機
会
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

晴
天
と
な
り
気
温
も
暖
か
な
秋
の
日
差
し
の
中
、

野の
だ
て点
で
い
た
だ
く
精
進
料
理
と
い
う
趣
向
も
珍

し
く
、
来
場
者
の
方
が
た
は
精
進
料
理
の
余
韻

に
浸
り
な
が
ら
、
作
法
の
意
味
や
普
段
の
食
事

と
は
違
う
点
を
参
加
者
同
士
語
り
合
い
、
ま
た

青
年
僧
に
尋
ね
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
食
事
だ
け

で
な
く
、
考
え
、
学
び
、
感
じ
て
い
た
だ
く
機

縁
に
な
る
よ
う
企
画
し
た
私
た
ち
も
、
来
場
者

の
皆
様
の
声
に
嬉
し
く
思
い
な
が
ら
お
答
え
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
会
場
で
は
全
曹
青
の
活
動
紹
介
や
頒

布
物
の
販
売
な
ど
も
大
盛
況
、
お
箸
の
持
ち
方

教
室
で
は
、
実
際
に
お
箸
を
使
い
豆
を
器
か
ら

器
に
移
動
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
作
法
や
心
構

え
も
学
べ
る
こ
と
も
あ
り
、
参
加
者
の
周
り
に

も
足
を
止
め
説
明
を
聴
く
方
が
た
が
大
勢
お
ら

れ
ま
し
た
。

　

あ
る
程
度
の
人
数
が
集
ま
っ
て
作
法
に
則
り

食
事
を
す
る
こ
と
も
あ
り
、
午
前
11
時
30
分
頃

に
は
順
番
待
ち
の
列
が
１
５
０
人
を
超
え
、
仏

殿
南
西
の
玉ぎ
ょ
く
と
も
ん

兔
門
ま
で
伸
び
、
整
理
券
を
配
布

し
番
号
順
に
再
集
合
の
時
間
目
安
を
お
伝
え
す

る
な
ど
の
対
応
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
裏
方
は
食
器
や
お
盆
を
運
ぶ
係
、
ひ

た
す
ら
食
器
を
洗
う
係
（
今
回
の
食
器
は
環
境

に
も
配
慮
し
、
長
野
県
上
田
市
の
龍
光
院
様
か

ら
お
借
り
し
ま
し
た
）、
テ
ン
ト
の
中
で
精
進
料

理
を
作
る
係
、
来
場
者
を
案
内
・
誘
導
す
る
係
、

そ
れ
ぞ
れ
が
休
む
間
も
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
任
に

没
頭
し
ま
し
た
。

　

最
後
方
で
整
理
券
を
受
け
取
ら
れ
た
方
が
た

が
食
事
を
さ
れ
た
の
が
午
後
２
時
前
。
そ
れ
以

降
の
希
望
者
に
は
、
精
進
料
理
が
全
種
類
揃
わ

な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
事
前
に
伝
え
、
整

理
券
を
持
た
な
い
方
が
た
に
も
並
ん
で
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

午
後
２
時
30
分
頃
、
食
事
は
全
て
の
テ
ン
ト

で
配
布
完
了
。
以
降
に
来
ら
れ
た
方
が
た
に
も
、

全
曹
青
で
用
意
し
た
「
精
進
ク
ッ
キ
ー
」
や
、
数

量
を
多
く
準
備
い
た
だ
い
た
九
州
管
区
の
「
豆

乳
プ
リ
ン
」「
さ
つ
ま
い
も
の
レ
モ
ン
煮
」
を
配

布
。
大
盛
況
の
中
午
後
３
時
30
分
頃
、
精
進
料

理
フ
ェ
ス
タ
in
總
持
寺
の
開
催
を
閉
じ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

若
い
お
坊
さ
ん
と
直
接
話
せ
る
機
会
と
あ
り
、

仏
教
の
事
、
精
進
料
理
の
事
、
お
互
い
の
地
元

の
事
、
全
曹
青
や
各
地
の
青
年
会
の
活
動
の
事
。

来
場
さ
れ
た
皆
様
は
、
様
々
な
話
題
を
質
問
し

た
り
、
語
り
か
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
青
年
僧

侶
も
、
真
剣
に
聴
き
、
真
剣
に
答
え
て
お
り
ま

し
た
。
全
曹
青
の
創
設
以
来
の
テ
ー
マ
で
あ
る

「
大
衆
教
化
の
接
点
を
求
め
て
」
に
通
ず
る
光
景

が
、
大
本
山
總
持
寺
の
仏
殿
前
に
は
あ
っ
た
と

感
じ
ま
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
多
大
な
る
ご
助
力

を
い
た
だ
い
た
大
本
山
總
持
寺
の
関
係
諸
老
師
・

大
衆
の
皆
様
、
全
国
か
ら
こ
の
日
の
為
に
お
集

ま
り
い
た
だ
き
、
と
も
に
こ
の
法
会
・
イ
ベ
ン

ト
を
円
成
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
加
盟
管
区
・
曹

青
会
の
皆
様
、
そ
し
て
来
場
い
た
だ
い
た
全
て

の
方
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。文

／
広
報
委
員
長
・
宮
入
真
道
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東北管区／宮城県曹洞宗青年会副会長・清水大伸
　「東北はひとつ」の想いを再現するよう東北各曹青会から

人参や大根等の食材をご提供いただき、宮城の郷土料理「お

くずかけ」を提供しました。準備で多少の混乱はありました

が参加者それぞれが様々な活動で培った経験を活かし臨機

に対応しました。何よりもたくさんの来場者が仏教、禅に触

れていただけた素晴らしい企画と感じました。

精進料理フェスタを終えて

兵庫県第二宗務所青年会／近畿管区理事・岸哲生
　今まで管区大会としての禅文化学林は何度もありました

が、各管区が集まり、協力して開催できたことが、全曹青事

業として大変意義があったと思います。また、材料は安逹会
長の住職地、長楽寺の檀家さんが生産している黒豆を使い

ました。自分たちが作った黒豆からできた品を見て大変感動

されていました。寺檀一体となって円成できたと思います。

中国管区／中国管区理事・湯淺英利
　調理が簡単で美味しい精進料理をご紹介できないものか

と考えた末、メニューは「長芋とろろ焼き」になりました。こ

の料理は誰もが親しめる味で、自分でも作りたくなる一品で

す。大本山總持寺様にて、精進料理を通じて多くの来場者様

に私たちの想いを伝えられたことは、何よりのよろこびです。

四国地区曹洞宗青年会／会計・濱田道圓
　四国地区曹洞宗青年会では、香川県の喝破道場にて作ら

れております、ハーブうどんを提供させていただきました。

私は今回初めて全曹青の活動に参加し、他の全国の各青年

会の活動を直に見聞でき、また調理場で各青年会員と協働

し交流することができたと思います。たくさんの御勝縁を今

後の四曹青の活動に活かしていきたいと思います。

青空の下、精進料理をいただく参加者

列に並ぶ参加者に整理券の説明をする原事務局長

全て配布を終え、九州曹洞宗青年会で記念撮影
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第
21
期
ス
ロ
ー
ガ
ン『
笑
顔
の
君
と　

お
な
じ

空
を
見
上
げ
て
』を
基
と
し
、
宗
門
僧
侶
と

一
般
檀
信
徒
が
繋
が
り
を
も
て
る
場
と
し
て
教
化

法
式
委
員
会
で
は
精
進
料
理
教
室「
味
来
食
堂
」を

展
開
し
て
い
ま
す
。

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
創
立
40
周
年
記
念
事
業
の

一
環
と
し
て
始
ま
っ
た
こ
の
事
業
は
、
広
く
大
衆

教
化
を
し
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
す
る
な
か
で
現

代
社
会
に
お
い
て
非
常
に
適
し
た
機
会
で
あ
る
と

実
感
い
た
し
ま
す
。

　

情
報
が
目
ま
ぐ
る
し
く
錯
綜
す
る
社
会
で
、
実

態
が
見
え
な
い
情
報
ば
か
り
が
先
行
し
、
一
体
ど

れ
を
信
じ
れ
ば
良
い
の
か
判
断
し
難
く
閉
塞
感
が

蔓
延
す
る
よ
う
に
感
じ
る
昨
今
、
食
に
関
し
て
も

信
頼
が
損
な
わ
れ
る
出
来
事
を
数
多
く
目
に
し
ま

す
。安
心
安
全
な
食
を
模
索
す
る
中
、近
年
で
は「
和

食
」が
世
界
的
に
も
注
目
を
浴
び
て
お
り
、「
和
食
」

に
通
ず
る
精
進
料
理
を
展
開
す
る
こ
と
は
非
常
に

意
義
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

宗
門
僧
侶
が
長
年
培
っ
て
き
た
精
進
料
理
に
は
、

安
心
安
全
か
つ
健
康
的
な
食
材
と
調
理
方
法
を
用

い
な
が
ら
、
そ
こ
に
曹
洞
禅
の
教
義
が
喜
心
・
老

心
・
大
心
と
い
っ
た
心
構
え
と
し
て
宿
り
、
調
理

か
ら
い
た
だ
く
こ
と
に
至
る
ま
で
、
作
法
・
所
作

等
随
所
に
わ
た
り
詰
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
基

本
と
な
る「
出
汁
」
を
ひ
く
と
い
う
点
に
重
き
を
お

き
、
自
然
を
尊
び
四
季
折
々
の
食
材
に
親
し
む
健

康
的
な
和
の
食
事
で
あ
る
精
進
料
理
と
禅
の
教
義

の
魅
力
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
東
京
都
内
で
主
に
一
般
的
な
料
理
教

室
を
使
用
し
、
小
規
模
な
が
ら
複
数
回
開
催
す
る

中
で
多
く
の
方
に
受
講
し
て
い
た
だ
き
、「
精
進
出

汁
」
を
用
い
た
メ
ニ
ュ
ー
を
中
心
に
曹
洞
禅
の
教
義

を
交
え
な
が
ら
教
室
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
っ
と
精
進
料
理
を
学
び
た

い
と
い
う
思
い
は
基
よ
り
、
坐
禅
と
は
お
寺
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
更
に
は
食
に
通
ず
る
曹
洞

禅
の
精
神
を
学
び
た
い
等
、
一
般
の
方
を
は
じ
め

料
理
の
場
に
お
い
て
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
い
る

プ
ロ
の
料
理
家
の
方
が
た
か
ら
も
様
々
な
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
度
ご
縁
を
い
た
だ
き「
味
来
食
堂
」

を
通
じ
て
、
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
社
よ
り
取
材
撮
影

の
ご
依
頼
を
受
け
ま
し
た
。
私
が
取
材
に
対
応
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
雑
誌『
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
』
10
月
号

の
減
塩
特
集
の
中
で
４
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
精
進
料

理
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
禅
の
食
に

対
す
る
心
構
え
が
共
感
を
得
る
も
の
で
あ
り
ま
し

て
、
こ
の
よ
う
に
全
国
誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
事

実
は
改
め
て
社
会
か
ら
の
注
目
度
の
高
さ
を
実
感

さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
し
た
。

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
発
足
時
の
大
衆
教
化
の
接

点
を
求
め
る
理
念
に
基
づ
き
、
今
後
更
に「
味
来
食

堂
」
を
広
く
衆
生
に
展
開
す
る
中
で
現
代
社
会
に

曹
洞
禅
の
裾
野
を
押
し
広
げ
る
貴
重
な
接
点
の
場

と
な
る
よ
う
、
よ
り
一
層
布
教
教
化
に
邁
進
し
て

参
り
た
い
と
考
え
ま
す
。

文
／
教
化
法
式
委
員
長
・
河
口
智
賢

精
進
料
理
教
室「
味
来
食
堂
」を
通
じ
て

特集① 全国曹洞宗青年会が発信する「食」
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平
成
27
年
11
月
３
日
に「
第
4
回
つ
る
み
夢

ひ
ろ
ば
in
總
持
寺
」
が
大
本
山
總
持
寺
で

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
で
は
、
当
行
事
の
開
催
趣

旨「
横
浜
・
鶴
見
の
文
化
や
歴
史
に
親
し
み
、
東
日

本
大
震
災
の
被
災
地
と
絆
を
深
め
る
」
に
賛
同
し
、

そ
の
活
性
化
を
図
る
為
、
総
合
企
画
委
員
会
と
災

害
復
興
支
援
部
の
２
ブ
ー
ス
出
展
許
可
を
い
た
だ

き
、
被
災
地
と
の
絆
を
深
め
る
た
め
協
力
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
日
は
早
朝
６
時
半
よ
り
出
展
ブ
ー
ス
に
必
要

な
機
材
や
調
理
器
具
を
搬
入
し
、
ご
来
場
の
方
が

た
に
少
し
で
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

全
員
で
意
見
を
出
し
合
い
な
が
ら
機
材
の
配
置
な

ど
を
準
備
。
午
前
９
時
よ
り
仏
殿
前
で
被
災
地
復

興
祈
願
・
無
事
円
成
祈
願
の
諷
経
を
全
員
で
お
勤

め
し
、
午
前
10
時
よ
り
第
４
回
つ
る
み
夢
ひ
ろ
ば

in
總
持
寺
の
開
始
と
な
り
ま
し
た
。

　

総
合
企
画
ブ
ー
ス
で
は
、
被
災
地
に
想
い
を
よ

せ
て
い
た
だ
く
た
め
絵
馬
へ
の
記
入
ス
ペ
ー
ス
や

頒
布
物
の
販
売
、
一
筆
箋（
写
経
）ス
ペ
ー
ス
を
設

け
ま
し
た
。
委
員
か
ら
の「
合
掌
し
心
を
落
ち
着

か
せ
て
か
ら
お
書
き
下
さ
い
」と
の
声
に
戸
惑
い
な

が
ら
も
合
掌
さ
れ
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が「
合

掌
し
て
か
ら
書
き
始
め
た
事
で
、
周
り
の
ざ
わ
め

き
が
心
地
よ
い
音
に
な
っ
た
」「
集
中
で
き
た
」な
ど

『
書
』の
面
か
ら
被
災
地
へ
想
い
を
よ
せ
て
い
た
だ

け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

災
害
復
興
支
援
部
ブ
ー
ス
で
は
、
自
然
災
害
に

備
え
、
食
料
や
備
品
を
保
存
し
て
お
く
施
設『
ス

ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
』
の
重
要
性
を
ご
来
場
の
方
が
た

に
よ
り
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
解
り
や
す
い

チ
ラ
シ
の
配
布
や
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
に
設
置
さ
れ

て
い
る
災
害
時
必
要
な
備
品
の
展
示
、
ま
た
災
害

時
を
想
定
し
炊
き
出
し
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
使
っ
て

汁
物
の
炊
き
出
し
、
ア
ル
フ
ァ
米
の
炊
き
出
し
実

演
な
ど
を
行
い
、
午
前
10
時
か
ら
午
後
２
時
ま
で

の
各
１
時
間
ご
と
に
２
０
０
食
分
を
用
意
し
ま
し

た
が
、
当
初
の
予
想
を
大
幅
に
超
え
る
ご
来
場
者

で
常
に
長
い
行
列
が
出
来
、
準
備
し
た
合
計
１
，

０
０
０
食
分
の
無
料
炊
き
出
し
を
予
定
の
時
刻
よ

り
も
大
幅
に
早
く
全
て
提
供
い
た
し
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
ご
来
場
の
方
が
た
が
興
味
を
持
た
れ

て
い
た
の
が
、
災
害
時
火
を
使
わ
ず
に
水
か
ら
炊

く
事
の
出
来
る
ア
ル
フ
ァ
米
の
炊
き
出
し
実
演
で

「
米
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
」「
箸
や
容
器
や
し
ゃ

も
じ
、
ふ
り
か
け
ま
で
付
い
て
い
る
ん
だ
」「
水
で

炊
い
て
美
味
し
い
の
か
」
な
ど
、
身
を
乗
り
出
し

て
質
問
を
さ
れ
て
い
る
様
子
が
と
て
も
印
象
的
で
、

実
際
に
食
べ
て
い
た
だ
く
と「
思
っ
て
い
た
よ
り
美

味
し
い
」「
米
が
甘
く
て
び
っ
く
り
し
た
」「
こ
れ
な

ら
毎
日
食
べ
て
も
飽
き
な
い
」な
ど
、来
場
者
の『
非

常
食
』と
い
う
考
え
を
良
い
意
味
で
裏
切
り
、『
食
』

の
面
か
ら
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
の
重
要
性
と
被
災
地

へ
の
想
い
を
よ
せ
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

前
日
は
雨
が
降
り
続
き
天
候
が
心
配
さ
れ
ま
し

た
が
、
開
催
当
日
に
大
本
山
總
持
寺
の
緑
豊
か
な

境
内
か
ら
見
上
げ
る
空
は
、
皆
の
想
い
が
被
災
地

へ
曇
り
無
く
届
く
よ
う
な
澄
み
き
っ
た
青
空
の
な

か
、
人
の
波
に
逆
ら
っ
て
歩
く
こ
と
が
難
し
い
程

の
ご
来
場
者
で
埋
め
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。

文
／
広
報
副
委
員
長
・
鬼
頭
大
輝

第4回つるみ夢ひろばin總持寺
ストックヤード食材の供出で備えの重要性を周知

平成27年11月

特集① 全国曹洞宗青年会が発信する「食」
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こ
ど
も
食
堂
と
は
、
貧
困
な
ど
様
々
な
理
由

で
、
家
庭
で
ご
飯
を
満
足
に
食
べ
ら
れ
な

い
状
況
に
あ
る
こ
ど
も
に
食
事
と
だ
ん
ら
ん
を
提

供
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
こ
ど
も
１
人
で
も
気

軽
に
立
ち
寄
れ
る
食
堂
で
す
。

　

場
所
は
、
東
京
都
大
田
区
蓮
沼
駅
近
く
の
、「
気

ま
ぐ
れ
八
百
屋
だ
ん
だ
ん
」と
い
う
お
店
で
す
。「
だ

ん
だ
ん
」と
い
う
言
葉
に
親
近
感
を
持
っ
た
私
、
な

ぜ
な
ら
こ
れ
は
私
が
住
む
島
根
県
出
雲
地
方
の
方

言
で「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
意
味
だ
か
ら
で
す
。

そ
し
て
お
店
の
店
長
で
あ
る
近
藤
博
子
さ
ん
も
島

根
県
出
身
、
さ
ら
に
親
近
感
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。

「
こ
ど
も
食
堂
」を
始
め
た
き
っ
か
け

　　

５
、６
年
前
に
、
近
所
の
小
学
校
の
副
校
長
先
生

か
ら
、
今
の
時
代
の
こ
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
聞
く

機
会
が
あ
り
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
が
精
神
的
な

病
を
抱
え
て
い
る
と
、
食
事
も
作
れ
な
く
て
、
給

食
以
外
の
食
事（
晩
御
飯
と
翌
朝
の
ご
飯
）を
バ
ナ

ナ
１
本
で
済
ま
せ
る
こ
ど
も
が
い
る
こ
と
を
知
り

ま
し
た
。

　

朝
、
こ
ど
も
を
起
こ
す
こ
と
も
で
き
ず
、
学
校

に
送
り
出
せ
な
い
、
ま
た
、
仕
事
を
し
て
い
る
ひ

と
り
親
の
場
合
、
朝
早
く
仕
事
に
出
て
、
夜
遅
く

に
帰
っ
て
く
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
こ
ど
も
１
人
で

晩
御
飯
を
食
べ
る
こ
と
も
多
い
と
聞
き
ま
し
た
。

　

こ
の
飽
食
の
時
代
に
バ
ナ
ナ
で
済
ま
す
こ
ど
も

が
い
る
こ
と
が
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
１
人

で
食
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
ど
も
が
い
る

こ
と
に
切
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
地
域
の

こ
ど
も
は
、
地
域
で
守
る
の
が
役
目
だ
と
思
い
、

こ
ち
ら
の「
だ
ん
だ
ん
」で
ご
飯
を
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
を
先
生
に
提
案
し
ま
し
た
。

「
こ
ど
も
食
堂
」を
行
っ
て
感
じ
て
い
る
こ
と

　

活
動
し
始
め
て
み
る
と
、
届
い
て
ほ
し
い
こ
ど

も
た
ち
に
は
、
な
か
な
か
情
報
が
届
か
な
い
こ
と

や
、
困
っ
て
い
る
こ
ど
も
の
情
報
は
、
個
人
情
報

保
護
法
の
壁
が
あ
り
、
私
た
ち
に
は
手
に
入
れ
に

く
い
社
会
で
あ
る
こ
と
も
痛
感
し
て
い
ま
す
。
最

初
は
、「
だ
ん
だ
ん
」に
来
て
い
た
お
母
さ
ん
た
ち
の

口
コ
ミ
で
こ
ど
も
た
ち
が
来
て
い
ま
し
た
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
事
情
は
、
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

今
は
、
活
動
し
続
け
た
こ
と
で
周
囲
の
理
解
も

増
え
、
小
学
校
に
チ
ラ
シ
を
貼
ら
せ
て
も
ら
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら

れ
た
こ
と
で
、
情
報
も
届
き
、
ひ
と
り
親
家
庭
の

こ
ど
も
た
ち
も
来
て
い
ま
す
が
、
困
っ
て
い
る
こ

ど
も
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
し
て
、
来
て
も
ら
う
こ

［
特
集
］つ
く
る
人
の
笑
顔  

食
べ
る
人
の
笑
顔

  
② 
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
子
ど
も
た
ち
を
笑
顔
に
す
る
食

　
今
期
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
笑
顔
の
君
と
　
お
な
じ
空
を
見
上
げ
て
」
と
今
号
の
特
集
で

あ
る
「
食
」
を
考
え
た
時
、
こ
ど
も
た
ち
の
笑
顔
が
真
っ
先
に
頭
に
浮
か
び
ま
し
た
。

そ
し
て
最
近
関
心
を
も
っ
て
い
た
、「
こ
ど
も
食
堂
」と
い
う
活
動
に
つ
い
て
今
回
お
話

を
伺
っ
て
き
ま
し
た
。

『
こ
ど
も
食
堂
』と
い
う
活
動
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と
が
で
き
る
か
が
、
20
～
30
あ
る
こ
ど
も
食
堂
の

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
人
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
守
秘
義
務
と

い
う
こ
と
で
情
報
を
抱
え
込
ん
で
も
、
こ
ど
も
た

ち
を
守
れ
る
時
代
で
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。
様
ざ
ま
な
ス
キ
ル
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使

し
て
、
最
悪
の
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
が
重
要
な
時
代
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
ど
も

た
ち
と
そ
の
背
景
に
い
る
親
の
状
況
は
、
ひ
と
り

ひ
と
り
違
う
し
、
学
校
や
地
域
の
抱
え
る
問
題
も

違
い
ま
す
。
や
は
り
、
そ
の
場
そ
の
場
に
合
っ
た

活
動
が
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
近
所

の
学
校
の
校
長
先
生
、
児
童
館
の
館
長
さ
ん
、
児

童
養
護
施
設
の
シ
ス
タ
ー
に
話
を
聞
き
に
行
き
、

今
の
社
会
の
抱
え
る
問
題
な
ど
を
具
体
的
に
知
る

こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
自
分
が
働
き
な
が
ら
子

育
て
を
し
て
い
た
時
代
と
違
う
こ
と
に
も
気
が
付

き
、
そ
の
時
代
に
合
っ
た
や
り
方
を
し
て
い
く
こ

と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
き
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
は
、
民
生
児
童
委
員
、
ス
ク
ー
ル
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
教
員
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
の
方
が
た
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作

り
、
信
頼
関
係
作
り
、
横
や
斜
め
の
関
係
作
り
を

積
極
的
に
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　
　お

寺
に
期
待
す
る
こ
と

　

お
寺
の
存
在
は
、
昔
か
ら
地
域
の
重
要
な
立
場

を
担
い
、
相
談
事
は
、
和
尚
さ
ん
に
…
…
と
い
う

存
在
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
度
、
地
域
の

中
心
的
な
立
場
を
復
活
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
地
域
の
問
題
、
こ
ど
も
た
ち
の
問
題
を

み
ん
な
で
話
し
合
え
る
場
所
と
し
て
、
お
寺
を
使

わ
せ
て
い
た
だ
く
と
か
、
こ
ど
も
た
ち
が
気
軽
に

集
ま
れ
る
場
所
と
し
て
開
放
し
て
い
た
だ
く
と
か
、

中
学
生
や
高
校
生
の
居
場
所
の
問
題
も
現
代
社
会

が
抱
え
る
問
題
の
一
つ
で
す
。
こ
ど
も
た
ち
が
ホ
ッ

と
で
き
る
場
所
、「
助
け
て
」と
言
え
る
場
所
、
悲
し

み
や
、
悩
み
を
こ
ぼ
せ
る
場
所
、
大
人
も
相
談
で

き
る
場
所
、
そ
ん
な
場
所
と
し
て
の
期
待
は
大
き

い
で
す
。

　

ご
近
所
の
関
わ
り
を
復
活
さ
せ
る
た
め
の
き
っ

か
け
作
り
を
担
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
お

寺
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
か
、
ホ
ッ
と
で
き
、
素
直

に
な
れ
る
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。
日
々
の
食
事
に

関
し
て
も
、
一
汁
一
菜
と
い
う
考
え
方
を
中
心
に

も
う
一
度
、
感
謝
し
て
い
た
だ
く
こ
と
の
大
切
さ

を
伝
え
て
い
た
だ
け
る
場
所
で
あ
り
、
そ
の
教
え

は
深
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に

　

今
の
社
会
は
、「
助
け
て
」
と
言
え
な
い
、
言
い

に
く
い
社
会
の
よ
う
で
す
。
つ
ら
い
時
に
は「
つ
ら

い
」。
苦
し
い
時
に
は「
苦
し
い
」。
楽
し
い
時
、
嬉

し
い
時
、
い
つ
も
そ
の
時
の
気
持
ち
が
素
直
に
言

え
る
社
会
に
し
た
い
の
で
す
。
大
人
の
責
任
で
、

こ
ど
も
た
ち
が
生
き
や
す
い
社
会
に
し
て
い
か
な

い
と
日
本
の
明
る
い
未
来
は
無
い
と
真
剣
に
思
っ

て
い
ま
す
。聞

き
手
／
広
報
副
委
員
長
・
西
古
孝
志

近
藤
博
子
●
こ
ん
ど
う
ひ
ろ
こ

こ
ど
も
食
堂
主
宰
・
気
ま
ぐ
れ
八
百
屋

だ
ん
だ
ん
店
主
。
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平
成
27
年
12
月
17
日
、
富
山
県
富
山
市
の
最

勝
寺
様
で「
最
勝
寺
×
懐
石
万
惣Presents 

行
鉢 GY

O
H

A
T

SU

」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

昨
年
の
４
月
か
ら
毎
月
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
の

「
行
鉢
」
は
、
参
加
者
が
実
際
に
応
量
器（
購
入
し

持
参
か
レ
ン
タ
ル
）を
用
い
て
、
単（
坐
禅
を
す
る
一

段
上
が
っ
た
台
。
参
加
者
の
手
作
り
！
）の
上
で
坐

禅
を
組
み
、
修
行
僧
と
同
じ
作
法
で
食
事
を
い
た

だ
き
ま
す
。
こ
の
日
は
16
人
の
参
加
者
と
、
精
進

料
理
の
提
供
と
浄
人（
禅
堂
内
で
食
事
の
給
仕
を
行

う
役
）と
し
て
茶
懐
石
料
理
人
の
中
尾
英ひ
で
さ
と力

さ
ん
ら

３
人
と
最
勝
寺
の
谷
内
良
徹
副
住
職
が
参
加
さ
れ
、

計
20
人
ほ
ど
で
行
鉢
を
行
い
ま
し
た
。

　

中
尾
さ
ん
は
、
幕
末
の
大
老
井
伊
直
弼
が
書
き

遺
し
た『
草そ
う
あ
ん庵

行ぎ
ょ
う

鉢は
つ
し
き式

』
と
い
う
草
庵
で
の
懐
石

に
禅
の
食
事
作
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
書
物
の
内

容
を
、
現
代
に
甦
ら
せ
よ
う
と
取
り
組
ま
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
書
の
中
で
井
伊
直
弼
は
、
禅
の
食
事

作
法
が
茶
席
の
作
法
の
中
で
も
最
も
大
切
な
も
の

の
一
つ
と
し
、
行
鉢
を
図
解
入
り
で
説
明
し
、
免
状

皆
伝
の
最
終
段
階
に
位
置
付
け
て
い
た
そ
う
で
す
。

１
５
０
年
以
上
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
こ
の
書
と
そ

の
中
に
宿
る
禅
の
精
神
を
現
代
に
復
活
さ
せ
る
に

あ
た
り
、
中
尾
さ
ん
は
実
際
の
行
鉢
が
不
可
欠
と

考
え
て
い
ま
し
た
。
谷
内
師
も
一
般
の
方
を
対
象
と

し
た
禅
の
食
事
体
験
会
を
定
期
的
に
開
き
た
い
と

考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
坐
禅
会
な
ど
で
交
流
の
あ
っ

た
二
人
は
意
気
投
合
し
、
共
同
で
企
画
し
ま
し
た
。

谷
内
師
は
会
場
の
提
供
と
と
も
に
自
ら
手
本
と
な

り
、
行
鉢
の
作
法
や
意
義
を
参
加
者
に
伝
え
ま
す
。

中
尾
さ
ん
は
典
座
役
と
し
て
精
進
料
理
の
提
供
と

と
も
に
浄
人
と
し
て
も
参
加
し
、
作
法
に
従
っ
て

食
を
参
加
者
の
元
へ
届
け
る
役
目
を
担
い
ま
す
。

　

午
後
７
時
30
分
、
雲
版
の
音
を
合
図
に
禅
堂
の

形
に
整
え
ら
れ
た
一
室
に
進
ん
だ
参
加
者
は
、
単
の

上
で
坐
禅
を
組
み
、「
展
鉢
の
偈
」「
十
仏
名
」な
ど
を

お
唱
え
し
、
予
め
教
わ
っ
た
よ
う
に
、
初
め
て
の
方

は
谷
内
師
や
隣
の
複
数
回
参
加
者
か
ら
教
え
ら
れ

な
が
ら
、
応
量
器
を
開
い
て
い
き
ま
す
。
慣
れ
な

い
手
つ
き
で
あ
っ
て
も
、
大
事
に
、
心
を
込
め
て
応

量
器
を
徐
々
に
浄
縁
の
上
に
広
げ
て
い
く
様
子
は
、

普
段
私
た
ち
が
何
気
な
く
い
た
だ
い
て
い
る
食
事

と
は
趣
が
全
く
異
な
り
ま
す
。

　

こ
の
日
の
食
事
は
、
中ち
ゅ
う
じ
き食（

お
昼
の
食
事
）の
作

法
で
行
い
、
喝か
っ
し
き食

役
の
参
加
者
の「
香き
ょ
う
は
ん飯、

香
き
ょ
う
じ
ゅ
う

汁
」

の
声
を
合
図
に
、
浄
人
が
参
加
者
の
前
に
進
み
、

参
加
者
は
合
掌
低
頭
の
後
に
こ
れ
を
受
け
ま
す
。

漬
物
、
別
菜
ま
で
配
り
終
わ
る
と
、
谷
内
師
の

槌つ
い
ち
ん砧

の
音
を
合
図
に「
五
観
の
偈
」「
生さ

ば飯
の
偈
」

「
擎け
い
は
つ鉢

の
偈
」を
お
唱
え
し
、
生さ

ば飯（
米
七
粒
を
自
ら

の
頭ず
は
つ鉢

の
ご
飯
の
中
か
ら
分
け
て
刷せ
つ

の
先
に
乗
せ
、

有
縁
無
縁
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
捧
げ
る
供
養
）

を
行
い
、
頭
鉢
を
目
の
高
さ
ま
で
捧
げ
て
食
事
を

始
め
ま
す
。「
再
進
」（
お
か
わ
り
）、「
収し
ゅ
う
さ
ん生」（

生
飯
を

回
収
）、「
香
湯
」（
お
茶
）、
浄
水（
お
湯
）の
合
図
と

と
も
に
参
加
者
は
作
法
に
則
り
行
鉢
を
進
め
て
い

き
ま
す
。
浄
水
を
使
い
応
量
器
を
洗
う
と
、「
折せ
っ
す
い水

の
偈
」
を
お
唱
え
し
、
折
水（
洗
鉢
し
た
水
を
大
地

に
還
す
）を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
応
量
器
を
元
通
り

に
戻
す
と
合
掌
一
礼
し
て
持
ち
上
げ
、
浄
人
が
浄

縁
を
拭
い
て
行
き
、
最
後
に「
後ご
ば
い唄

」の
お
唱
え
を

聴
い
て
単
か
ら
下
り
、
１
時
間
半
ほ
ど
の
行
鉢
は

終
了
と
な
り
ま
し
た
。

　

普
段
の
食
事
に
１
時
間
半
も
掛
け
る
と
い
う
こ

僧侶と料理人が協力して提供する「行鉢」の作法と心
富山市・最勝寺「最勝寺×懐石万惣 Presents 行鉢 GYOHATSU」

［
特
集
］つ
く
る
人
の
笑
顔  

食
べ
る
人
の
笑
顔

 
③ 
禅
寺
×
茶
懐
石
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と
は
先
ず
無
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
作
法
や
、

作
法
の
根
底
に
あ
る
精
神
を
学
び
な
が
ら
い
た
だ

く
食
事
は
、
参
加
者
、
ま
た
料
理
を
提
供
す
る
側

に
と
っ
て
も
掛
け
替
え
の
な
い
時
間
で
あ
る
と
感
じ

ま
し
た
。
取
材
者
で
あ
る
私
も
、
浄
人
補
助
の
よ

う
な
役
割
で
ほ
ん
の
少
し
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
、

こ
の
時
間
を
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
非
常

に
有
難
く
感
じ
ま
す
。
偈
文
や
作
法
の
解
説
を
途

中
で
話
さ
れ
る
中
で
谷
内
師
は
、「
飯
の
器
、
汁
の

器
、
一
つ
一
つ
の
器
を
両
手
で
持
ち
、
で
き
る
だ
け

静
か
に
扱
い
ま
す
。
普
段
の
食
事
と
比
べ
る
と
面

倒
に
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
て
両

手
を
使
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
料
理
と
正
面
か
ら

向
き
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
食
事
と
い
う

命
と
向
き
合
う
行
い
を
流
れ
で
済
ま
さ
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
の
器
の
食
そ
の
も
の
と
丁
寧
に
向
き
合
う
こ

と
が
大
切
で
す
」と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
が
作
法
と
し
て
身
に
付
け
た
も
の
の
根

底
に
あ
る『
典て
ん
ぞ座

教
訓
』や『
赴ふ
し
ゅ
く粥

飯は
ん
ぽ
う法

』の
精
神
が
、

現
代
社
会
の
混
迷
と
情
報
過
多
の
中
で
実
は
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
時
に
は
こ
の
会
に
横
浜
市
を
は
じ
め
他
県
か
ら

も
来
ら
れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
今
、
茶
道
は
と

も
す
れ
ば“
道
楽
”に
な
っ
て
い
る
面
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い『
茶
禅
一
味
』
と
い
う
言

葉
に
あ
る
よ
う
な
も
の
を
求
め
て
、
私
た
ち
茶
道

を
学
ぶ
者
も
こ
ち
ら
に
参
加
し
て
い
ま
す
」と
中
尾

さ
ん
は
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

毎
回
広
い
年
齢
層
、
様
々
な
職
種
の
方
が
集
ま

る
と
い
う「
行
鉢
」、
今
回
も
寺
院
関
係
者
、
茶
道

関
係
者
の
ほ
か
、
現
代
医
学
や
東
洋
医
学
の
専
門

家
の
方
な
ど
も
参
加
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
求

道
の
心
に
応
え
る
べ
く
谷
内
師
は
、
時
に
は
説
明
、

時
に
は
法
話
の
形
を
用
い
、
懇
切
丁
寧
に
参
加
者

の
方
々
に
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
進
行
用
の

プ
リ
ン
ト
に
は
、
全
て
の
作
法
や
偈
文
に
分
か
り
易

い
解
説
を
示
す
と
と
も
に
、こ
の「
行
鉢
」に
つ
い
て
、

「
食
べ
る
と
い
う
行
為
を“
当
た
り
前
”に
し
な
い
と

い
う
仏
祖
の
信
念
に
則
り
、
反
省
、
感
謝
、
節
制
、

誓
願
を
念
じ
て
、
食
事
に
打
ち
込
み
ま
す
。
そ
の

行
い
に
よ
っ
て
、
作
る
人
、
食
べ
る
人
、
食
材
そ
の

も
の
、
そ
れ
ら
が
一
体
と
な
り
、
偏
り
な
き
禅
の
世

界
に
包
ま
れ
ま
す
」な
ど
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

谷
内
師
と
中
尾
さ
ん
の
繋
が
り
か
ら
生
ま
れ
た

「
行
鉢
」は
、
ア
イ
デ
ア
や
工
夫
の
積
み
重
ね
に
よ
っ

て
、
地
方
の
一
寺
院
と
し
て
は
異
例
の「
行
鉢
」
を

ほ
ぼ
再
現
し
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
僧
堂
で
の

修
行
の
日
々
の
中
で
、
私
た
ち
は
食
事
を
作
っ
て
く

だ
さ
る「
典
座
」や
給
仕
を
し
て
く
だ
さ
る「
浄
人
」

の
助
け
を
得
て
、
坐
禅
を
組
ん
だ
ま
ま
の
状
態
で

「
行
鉢
＝
食
事
を
修
行
」
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
し
た
。
各
地
の
寺
院
に
戻
り
、
本
式
の
行
鉢
は

難
し
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
仏
道
修
行
者

は
こ
の
根
底
に
あ
る
精
神
を
伝
え
、
実
践
に
導
く

責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
の
作

法
を
通
し
て
で
も
、
法
話
や
説
明
で
も
伝
え
方
は

様
ざ
ま
だ
と
は
思
い
ま
す
。
寺
院
の
４
割
が
数
十

年
で
消
滅
や
合
併
な
ど
に
よ
り
減
少
す
る
と
言
わ

れ
て
い
る
今
、
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
る
仏
法
と
は
、

寺
院
と
は
何
な
の
か
？ 

今
回
取
材
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
行
鉢
に
参
加
さ
れ
た
方
が
た
の
終
了
後
の
笑

顔
の
中
に
、
そ
の
答
え
の
一
端
を
垣
間
見
た
よ
う
な

気
が
い
た
し
ま
し
た
。文

／
広
報
委
員
長
・
宮
入
真
道
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今
回
の
特
集
「
作
る
人
の
笑
顔
・
食
べ
る
人
の
笑
顔
」、
そ
こ
に
は
食
と
人

が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
食
が
持
つ
力
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
私
た
ち

の
表
情
が
も
た
ら
す
力
、
皆
様
に
感
じ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

私
た
ち
の
喜
怒
哀
楽
か
ら
生
ま
れ
る
色
い
ろ
な
表
情
、
そ
の
中
で
も
笑
顔
は

特
に
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
ど
も
食
堂
を
運
営
さ
れ
る
近
藤
博
子
さ
ん
は
、
今
期
の
全
曹
青
が
掲
げ

る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
見
て
「
い
い
言
葉
で
す
ね
。
み
ん
な
が
こ
ん
な
気
持
ち
に

な
っ
た
ら
最
高
で
す
ね
。
苦
し
い
と
き
で
も
悲
し
い
と
き
で
も
、
ふ
っ
と
笑

顔
に
な
る
瞬
間
が
あ
る
、
そ
れ
が
力
に
な
る
」と
仰
い
ま
し
た
。

　

精
進
料
理
フ
ェ
ス
タ
in
總
持
寺
に
お
い
て
も
、
秋
空
の
下
、
多
く
の
表
情

が
溢
れ
て
い
ま
し
た
。
準
備
す
る
私
た
ち
の
顔
、
来
場
し
て
下
さ
っ
た
方
が

た
の
顔
。
全
て
が
笑
顔
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
準
備
に
慌
て
る

顔
や
長
い
行
列
に
疲
れ
た
顔
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、

笑
顔
が
一
番
溢
れ
て
い
ま
し
た
。

　

味
来
食
堂
で
も
、
行
鉢
で
も
、
こ
ど
も
食
堂
で
も
、
多
く
の
表
情
、
特
に

笑
顔
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
笑
顔
だ
と
食
事
も
楽
し
く
、
美
味
し
く
感
じ
ま
す
。

き
っ
と
皆
様
も
そ
う
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
食
を

通
し
て
人
と
つ
な
が
り
、
そ
こ
に
様
ざ
ま
な
表
情
が
生
ま
れ
る
。
皆
様
も
色

い
ろ
な
場
面
で
色
い
ろ
な
方
が
た
と
の
食
事
を
通
し
て
、
笑
顔
に
な
っ
た
り

怒
っ
た
り
泣
い
た
り
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
そ
こ
に
は
、
一
緒
に
食
事
を
し
た
人
の
表
情
以
外
に
も
多
く
の
表

情
が
あ
る
と
、
今
回
の
特
集
を
通
し
て
改
め
て
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
例

え
ば
一
生
懸
命
に
大
根
を
作
っ
て
く
れ
た
人
、
ゴ
シ
ゴ
シ
と
洗
っ
て
く
れ
た

人
、
気
を
付
け
て
運
ん
で
く
れ
た
人
な
ど
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど

で
す
。
そ
う
い
っ
た
方
が
た
の
表
情
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
表
情
一
つ
一
つ
が
、
私
た
ち
の
命
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

食
事
の
時
に
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
感
謝
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
一
緒
に
い
た
だ
く
人
ま
た
は
一
人
で
食
べ
る
場
合
で
も
、
多
く
の
表
情

を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

笑
顔
の
君
と
、
お
な
じ
空
の
下
、
今
日
も
命
を
い
た
だ
き
ま
す
。

文
／
広
報
副
委
員
長
・
西
古
孝
志

特
集
の
お
わ
り
に
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平
成
27
年
10
月
6
日
、
安
達
瑞
樹
会
長
、
神
作

紹
道
副
会
長
、
酒
井
泰
寛
副
会
長
、
倉
島
隆
行
副

会
長
、
原
知
昭
事
務
局
長
の
５
人
が
、
第
21
期
全

国
曹
洞
宗
青
年
会
の
ご
挨
拶
と
し
て
大
本
山
永
平

寺
に
拝
登
い
た
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
福
山
諦
法
猊
下
に
お
目
通
り
が
叶
い
、

三
役
一
同
で
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
名
誉
総
裁
で
あ

る
猊
下
に
拝
問
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
猊
下
よ
り
「
次
代
を
担
う
青
年
僧
と
し
て
、

復
興
支
援
を
は
じ
め
頑
張
っ
て
欲
し
い
」と
の
お
言

葉
を
賜
り
ま
し
た
。

　

引
き
続
い
て
の
監
院
寮
拝
問
で
は
鬼
頭
尚
峰
副

監
院
老
師
よ
り
激
励
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
気

持
ち
も
新
た
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
永
平
寺

を
後
に
し
ま
し
た
。

　
「
平
成
27
年
度　

禅
文
化
学
林
」は
、
大
本
山
總

持
寺
二
祖
峨
山
韶
碩
禅
師
様
の
六
五
〇
回
大
遠
忌

に
当
た
る
勝
縁
に
よ
り
、
神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見

区
の
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
で
の
開
催
と
な
り
ま

し
た
。
全
国
曹
洞
宗
青
年
会（
以
下
、
全
曹
青
）は
、

こ
の
勝
縁
へ
の
感
謝
と
、
峨
山
禅
師
様
に
対
す
る

報
恩
の
思
い
を
込
め
、
平
成
27
年
10
月
18
日
午
前

９
時
30
分
か
ら
厳
修
さ
れ
た「
二
祖
峨
山
禅
師
献

供
諷
経
」
で
、
安
逹
瑞
樹
会
長
を
導
師
に
、
各
管

区
理
事
、
加
盟
青
年
会
員
、
全
曹
青
参
加
者
が
法

要
に
随
喜
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　

午
前
８
時
30
分
、
精
進
料
理
フ
ェ
ス
タ
の
準
備

を
終
え
た
全
曹
青
参
加
者
や
出
品
関
係
者
、
各
地

か
ら
法
要
随
喜
の
為
に
参
集
さ
れ
た
加
盟
青
年
会

の
計
70
人
ほ
ど
が
總
持
寺
紫
雲
臺「
相
見
の
間
」に

集
合
。
安
逹
会
長
挨
拶
、
本
山
側
を
代
表
し
乙
川

暎
元
監
院
老
師
の
ご
挨
拶
と
諸
注
意
伝
達
の
後
、

大
祖
堂
に
移
動
い
た
し
ま
し
た
。
堂
内
に
は
既
に

７
０
０
人
を
超
え
る
一
般
参
列
者
が
入
ら
れ
て
お

り
、
法
要
前
に
は
全
曹
青
の
原
知
昭
事
務
局
長
か

ら
法
要
の
意
義
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
、
参
加
者
も

共
に
法
要
と
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。 

　

理
事
・
評
議
員
と
三
役
が
両
班
に
立
ち
、
安
逹

会
長
は
導
師
と
し
て
堂
行
、
御
先
導
師
の
方
が
た

に
導
か
れ
大
祖
堂
正
面
に
進
み
、
報
恩
の
思
い
を

込
め
蜜
湯
、
食
、
菓
、
茶
を
峨
山
禅
師
様
に
お
供

え
し
、
心
を
込
め
て
礼
拝
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
妙
法
蓮
華
経
普
門
品
を
行
道
読
誦
し
、
全

員
が
須
弥
壇
正
面
の
香
炉
で
焼
香
を
い
た
し
ま
し

た
。
峨
山
禅
師
様
が
大
切
に
さ
れ
た「
相
承
」へ
の

思
い
を
随
喜
者
一
同
深
く
心
に
刻
み
ま
し
た
。

大
本
山
總
持
寺

二
祖
峨
山
禅
師
献
供
諷
経

全
曹
青
も
報
恩
の
随
喜

大
本
山
永
平
寺

第
21
期
三
役
が
拝
登

猊
下
よ
り
お
言
葉
を
賜
る

福山諦法猊下と全曹青第 21 期の三役一同

伝供を受ける安達会長
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平
成
27
年
11
月
26
日
午
後
１
時
30
分
か
ら
曹
洞

宗
檀
信
徒
会
館
５
階
研
修
道
場
で
、
第
５
回
執
行

部
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
翌
日
に
控
え
た
理
事

会
、
臨
時
評
議
員
会
に
向
け
て
、
各
委
員
会
の
中

間
報
告
な
ど
を
精
査
い
た
し
ま
し
た
。

　

翌
27
日
に
は
、
築
地
本
願
寺
第
二
伝
道
会
館
２

階
大
講
堂
に
会
場
を
移
し
、
第
４
回
理
事
会
、
災

害
復
興
支
援
部
研
修
会
、
臨
時
評
議
員
会
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
の
理
事
会
で
は
、
前
日
の

執
行
部
会
に
続
い
て
各
議
題
の
精
査
を
行
う
と
と

も
に
、
ネ
パ
ー
ル
地
震
被
災
地
支
援
と
禅
文
化
学

林
に
つ
い
て
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
の
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。

　

正
午
過
ぎ
か
ら
は
、
築
地
本
願
寺
「
日
本
料
理

紫
水
」
内
個
室
で
次
期
会
長
選
考
委
員
会
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

午
後
１
時
か
ら
災
害
復
興
支
援
部
が
行
っ
た
研

修
会
は
、「
子
ど
も
支
援
の
現
場
か
ら
学
ぶ
子
ど
も

と
の
関
わ
り
方
～
子
ど
も
を
尊
重
す
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
？ 

子
ど
も
の
権
利
条
約
か
ら
学
ぶ

～
」と
題
し
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
今
年
度
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
た「
子

ど
も
自
然
ふ
れ
あ
い
広
場
」「
子
ど
も
緑
蔭
禅
」、
ま

た
浄
土
宗
青
年
会
さ
ま
の
活
動
報
告
の
報
告
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
江
戸
川
子
ど
も
お
ん
ぶ
ず
理
事
・
齋

藤
洋
子
氏
、
同
事
務
局
長
・
青
木
沙
織
氏
を
講
師

に
お
招
き
し
て
の
研
修
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
国
連

で
採
択
さ
れ
て
い
る「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
に
つ

い
て
、
概
要
や
条
文
の
説
明
を
い
た
だ
い
た
後
、

参
加
者
は
実
際
に
条
文
を
読
み
込
み
、
条
文
内
の

主
語
と
述
語
の
関
係
を
、
単
語
を
色
分
け
す
る
な

ど
の
方
法
を
用
い
て
学
び
ま
し
た
。
日
頃
は
意
識

し
て
手
に
す
る
こ
と
の
少
な
い「
子
ど
も
の
権
利
条

約
」を
読
む
こ
と
で
、
私
た
ち
が
実
際
に
子
ど
も
た

ち
と
接
す
る
上
で
の
、
理
解
や
配
慮
に
つ
い
て
考

え
る
良
い
機
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

ら
れ
る
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

　

午
後
４
時
か
ら
行
わ
れ
た
臨
時
評
議
員
会
で
は
、 

開
会
に
先
立
ち
全
日
本
仏
教
青
年
会
の
東
海
林
良

昌
理
事
長
か
ら
ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
各
委
員
会
中
間
報
告
、
会
計
中
間

報
告
な
ど
を
ご
審
議
い
た
だ
き
、
議
事
終
了
後
は

多
く
の
評
議
員
様
か
ら
ご
報
告
や
ご
案
内
が
あ
り
、

活
気
に
満
ち
た
会
と
な
り
ま
し
た
。

執
行
部
会
・
理
事
会
・

臨
時
評
議
員
会
を
開
催

曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
／
築
地
本
願
寺

子どもを対象とした事業の報告（奈良県こども緑蔭禅）

理事会で質問される岸管区理事 臨時評議員会での委員会中間報告

条文を参究する参加者
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平
成
27
年
12
月
11
日
午
後
１
時
か
ら
、
福
島
県

福
島
市
の
曹
洞
宗
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
室
分

室（
以
下
、
分
室
）を
会
場
に
、
全
国
曹
洞
宗
青
年

会
復
興
支
援
部
会
議
が
開
催
さ
れ
、
分
室
の
皆
様
、

曹
洞
宗
福
島
県
青
年
会
様
、
全
曹
青
か
ら
計
17
人

が
参
加
し
、
議
論
を
重
ね
ま
し
た
。

　

ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
及
び
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
運
用
に
つ
い
て
、
平
成
28
年

の
東
日
本
大
震
災
慰
霊
法
要
と
平
成
29
年
の
７
回

忌
慰
霊
法
要
、
そ
し
て
全
日
仏
青
40
周
年
記
念
事

業
や
外
部
協
働
団
体
と
の
連
携
確
認
、
分
室
と
の

合
同
研
修
会
の
検
討
、
年
末
鍋
行
茶
な
ど
に
つ
い

て
話
し
合
い
を
行
い
、
一
層
の
結
束
を
確
認
い
た
し

ま
し
た
。

　

福
島
県
伊
達
郡
国
見
町
の
大
木
戸
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
で
平
成
27
年
12
月
22
日
、
年
末
鍋
行
茶
を

開
催
し
ま
し
た
。
未
だ
仮
設
住
宅
で
の
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
方
が
た
を
ご
招
待
し
、
楽
し

い
ひ
と
時
を
過
ご
し
て
い
た
だ
こ
う
と
の
願
い
で

企
画
し
た
も
の
で
、
４
回
目
と
な
る
今
年
も「
こ
れ

が
な
い
と
年
を
越
せ
な
い
」と
い
う
皆
様
か
ら
の
声

を
励
み
に
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
青
年
僧
侶
が
料

理
に
腕
を
振
る
い
ま
し
た
。

　

午
後
４
時
過
ぎ
、
仮
設
住
宅
か
ら
の
参
加
者

を
お
迎
え
し
、
来
賓
の
方
が
た
に
ス
タ
ッ
フ
を
合

わ
せ
て
70
人
超
が
集
合
。
国
見
町
社
会
福
祉
協

議
会
の
朝
内
氏
と
全
曹
青
・
安
逹
会
長
の
挨
拶
の

後
、
貝
田
地
区
会
長
の
乾
杯
発
声
に
よ
り
鍋
行
茶

が
始
ま
り
ま
し
た
。
司
会
を
務
め
た
災
害
復
興
支

援
部
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
伊
藤
師
は
、
干
支
に
ち
な

ん
で
猿
の
着
ぐ
る
み
で
登
場
。
会
場
に
は
全
国
か

ら
持
ち
寄
ら
れ
た
地
酒
や
郷
土
料
理
が
並
び
ま
し

た
。
メ
イ
ン
の
鍋
は
毎
年
好
評
の
秋
田「
き
り
た
ん

ぽ
鍋
」に
加
え
、
兵
庫
の
郷
土
料
理「
ぼ
た
ん
鍋
」、

愛
知
か
ら「
牡
蠣
鍋
」の
３
種
類
が
用
意
さ
れ
、
参

加
者
は
食
べ
比
べ
・
飲
み
比
べ
。
青
年
僧
侶
も
一

緒
に
美
味
し
い
鍋
を
囲
み
、
お
互
い
の
地
元
の
話
、

現
在
の
生
活
の
話
な
ど
、
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た

雰
囲
気
で
会
は
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　

余
興
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
抽
選
会
の
後
、
地
元
の
日

本
舞
踊
グ
ル
ー
プ「
扇
ゆ
り
の
会
」が
花
笠
踊
り
の

優
雅
な
舞
い
を
披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
続

い
て
安
逹
会
長
の
ギ
タ
ー
伴
奏
に
よ
る
参
加
者
全

員
の
合
唱
。「
上
を
向
い
て
歩
こ
う
」、「
幸
せ
な
ら
手

を
た
た
こ
う
」、「
世
界
に
一
つ
だ
け
の
花
」の
３
曲

を
歌
い
、
僧
侶
の
ア
ド
リ
ブ
に
よ
る
振
り
付
け
も

相
ま
っ
て
会
場
は
笑
い
声
に
あ
ふ
れ
ま
し
た
。
最

後
は
分
室
の
久
間
主
事
よ
り
閉
会
の
挨
拶
が
あ
り
、

お
土
産
を
お
渡
し
し
て
終
了
と
な
り
ま
し
た
。

　

お
も
て
な
し
の
心
と
参
加
者
の
皆
様
の
暖
か
さ

に
よ
り
、
２
時
間
で
の
解
散
が
名
残
惜
し
く
感
じ

る
ほ
ど
に
楽
し
い
ひ
と
時
と
な
り
ま
し
た
。

災
害
復
興
支
援
部

第
3
回
会
議
を
実
施

　
　
　
　
　
　

福
島
市
支
援
室
分
室

福
島
に
笑
顔
を
運
ぶ

年
末
鍋
行
茶
を
開
催

　
　
　
　
　

福
島
県
伊
達
郡
国
見
町



16

　

２
０
１
５
年
4
月
28
日
に
ネ
パ
ー
ル
で
発
生
し

ま
し
た
大
地
震
の
支
援
に
、
去
る
11
月
18
～
22
日

に
か
け
て
、
全
日
本
仏
教
青
年
会
の
東
海
林
良
昌

理
事
長
を
は
じ
め
全
国
浄
土
宗
青
年
会
か
ら
３
人
、

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
か
ら
、
安
逹
瑞
樹
会
長
を
は

じ
め
6
人
、
計
9
人
に
て
現
地
で
の
活
動
を
行
い

ま
し
た
。

　

今
回
の
目
的
は
、
現
地
の
現
状
把
握
と
と
も
に
、

被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
が
通
う
小
学
校
へ
の
訪
問

や
、
日
本
で
は
あ
ま
り
報
道
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

地
震
後
に
発
生
し
た
洪
水
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

小
児
病
院
へ
慰
問
し
、
皆
様
か
ら
お
預
か
り
し
ま

し
た
義
援
金
を
お
渡
し
す
る
と
と
も
に
、
被
災
し

た
子
ど
も
た
ち
へ
日
本
か
ら
持
参
し
た
３
０
０
個

の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ボ
ト
ル
を
渡
す
こ
と
で
す
。

　

地
震
発
生
か
ら
7
ヶ
月
経
っ
た
街
の
様
子
は
、

復
興
に
は
程
遠
い
状
況
で
し
た
。
そ
の
理
由
と
し

て
、
地
震
発
生
以
前
か
ら
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
遅
れ

て
お
り
、
首
都
の
カ
ト
マ
ン
ズ
で
さ
え
、
舗
装
さ

れ
て
い
な
い
道
路
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

家
屋
や
ホ
テ
ル
等
の
建
物
は
、
鉄
骨
に
レ
ン
ガ
と

い
う
構
造
が
多
く
、
倒
壊
し
た
建
物
の
建
て
直
し

に
も
そ
の
方
法
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
物
資
の
不

足
と
と
も
に
、
ほ
ぼ
人
力
に
な
り
ま
す
の
で
多
く

の
時
間
を
要
し
て
い
ま
す
。

　

　

加
え
て
、
２
０
１
５
年
9
月
に
制
定
さ
れ
た
新

憲
法
に
よ
り
情
勢
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
事
が

あ
り
ま
す
。
今
ま
で
ネ
パ
ー
ル
に
入
っ
て
く
る
燃

料
や
物
資
は
、
多
く
が
隣
国
の
イ
ン
ド
か
ら
輸
入

し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
に
と
っ

て
そ
の
新
憲
法
は
不
都
合
な
内
容
だ
っ
た
為
、
国

境
で
は
物
資
を
運
ぶ
ト
ラ
ッ
ク
の
通
行
が
困
難
に

な
り
、
ネ
パ
ー
ル
で
は
燃
料
が
か
な
り
不
足
し
て

い
る
状
況
で
す
。
実
際
、
渡
航
し
た
時
点
で
ガ
ソ

リ
ン
1
リ
ッ
ト
ル
が
日
本
円
で
約
６
０
０
円
と
い

う
高
値
で
取
引
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で
し
た
。
ま

た
、
調
理
に
使
う
ガ
ス
が
不
足
し
て
い
る
為
、
多

く
の
店
で
薪
を
使
っ
て
料
理
を
し
て
い
る
姿
が
見

受
け
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
地
の
方
が
た
に
よ
り
ま
す

と
、
人
び
と
の
精
神
面
は
徐
々
に
以
前
の
様
に
戻
っ

て
き
て
い
る
と
の
事
で
、
今
回
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ボ

ト
ル
を
寄
贈
し
ま
し
た
３
箇
所
の
小
学
校
で
は
、

元
気
い
っ
ぱ
い
な
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
が
見
受
け

ら
れ
ま
し
た
。

　

今
後
も
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
と
し
ま
し
て
は
、

全
日
本
仏
教
青
年
会
と
協
働
し
、
特
に
被
災
し
た

子
ど
も
た
ち
に
対
し
支
援
活
動
を
継
続
し
て
参
り

ま
す
の
で
、
皆
様
に
は
引
き
続
き
ご
支
援
の
程
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
次
回
の
活
動
日
程
が
決
ま
り
ま
し
た
ら

皆
様
に
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
是

非
と
も
一
度
ご
参
加
い
た
だ
き
、
現
地
の
状
況
を

肌
で
感
じ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

文
／
国
際
委
員
長
・
栖
川
直
道

全日
仏青
News

全曹青ネパール地震
災害支援活動報告
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平
成
27
年
10
月
29
日
、
第
39
回
東
海
管
区
曹

洞
宗
青
年
会
大
会
が
静
岡
県
第
一
宗
務
所

青
年
会
が
主
管
と
な
り
、
静
岡
県
焼
津
市
の
焼
津

グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
大
会
は「
み
ほ
と
け
の
心
と
い
う
宝
の
玉
は
一

人
ひ
と
り
の
掌
に
あ
る
」
と
い
う『
宝
珠
在
掌
』
を

テ
ー
マ
に
掲
げ
、
衆
生
に
寄
り
添
い
、
人
そ
れ
ぞ

れ
に
持
つ
宝
珠
を
輝
か
せ
る
た
め
に
青
年
僧
侶
と

し
て
何
が
で
き
る
か
を
考
え
行
動
し
、
相
互
に
研

鑽
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
現
代
社
会
に
お
け
る
僧

侶
と
し
て
の
役
割
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
大
会
を
開
催
す
る
に
当
た
り
、
一
般
の
皆
様

に
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
お
寺
を
身
近
に
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
か
を
考
え
、
静
岡
県
第
一
宗
務
所
青

年
会
の
東
部
、
中
部
、
西
部
の
３
地
区
で
そ
れ
ぞ

れ
の
企
画
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
東
部
地
区
で
は『
お
寺
de
精
進
料
理
・

坐
禅
体
験
』
と
題
し
、
９
月
10
日
に
静
岡
県
富
士

市
保
泉
寺
様
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
企

画
に
は
、
30
人
の
方
が
参
加
し
、
参
加
者
は
季
節

を
感
じ
る
食
材
を
使
っ
た
精
進
料
理
を
味
わ
い
、

坐
禅
の
体
験
、
法
話
の
聴
講
を
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
中
部
地
区
で
は『
出
張
！ 

か
け
込
み
寺
』

と
題
し
、
９
月
13
日
に
静
岡
駅
前
の
レ
ン
タ
ル
会

議
室
で
企
画
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
企
画
で
は
、

管
内
布
教
師
に
よ
る
法
話
を
聴
講
で
き
る
ス
ペ
ー

ス
、
椅
子
坐
禅
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
お
よ
び
僧
侶

と
気
軽
に
話
が
で
き
る
カ
フ
ェ
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
、

お
寺
を
離
れ
た
街
中
に
お
け
る
布
教
活
動
を
行
い

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
西
部
地
区
で
は『
コ
コ
ロ
と
カ
ラ
ダ
に

効
く
お
寺
の
休
日
～
親
子
で
楽
し
む
ヨ
ガ
・
坐
禅

～
』
と
題
し
、
９
月
19
日
に
静
岡
県
藤
枝
市
宗
乗

寺
様
で
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
企
画
に
は
、
親
子

合
わ
せ
て
１
７
０
人
ほ
ど
が
参
加
し
、
ヨ
ガ
体
験

や
喫
茶
タ
イ
ム
、
地
元
青
年
僧
侶
が
所
属
す
る
劇

団
寺
子
屋
に
よ
る
人
形
劇
な
ど
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

加
え
て
、
全
体
企
画
と
し
て
一
般
の
皆
様
と
青

年
会
員
が
色
紙
に
般
若
心
経
の
指
定
さ
れ
た
漢
字

一
文
字
を
書
き
、
そ
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
大
般

若
心
経
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
各

地
区
で
企
画
を
行
い
大
会
当
日
を
迎
え
ま
し
た
。

大
会
当
日
は
、
大
般
若
心
経
を
ス
テ
ー
ジ
に
掲
げ

記
念
法
要
を
行
い
、
参
加
者
３
６
０
名
で
般
若
心

経
を
読
誦
し
ま
し
た
。
ゲ
ス
ト
に
政
治
哲
学
、
宗

教
論
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
分
析
を
主
軸
と
し
た
評

論
活
動
を
テ
レ
ビ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
で
行
わ
れ

て
い
る
宮
崎
哲
弥
氏
を
お
招
き
し
て
、『
現
代
社
会

と
仏
教
』と
題
し
た
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
各
地
区
で
行
っ
た
事
業
の
報
告
会
を

行
い
ま
し
た
。
大
会
は『
宝
珠
在
掌
』と
い
う
大
会

テ
ー
マ
に
基
づ
き
、
現
代
社
会
に
お
け
る
僧
侶
と

し
て
の
役
割
を
見
つ
め
な
お
す
大
会
と
し
て
盛
況

の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

文
／
大
会
実
行
委
員
長
・
柴
田
英
憲

第
39
回
東
海
管
区
曹
洞
宗
青
年
会
静
岡
大
会

『
宝
珠
在
掌
』

加盟
団体

東部：お寺 de 精進料理教室・坐禅体験

西部：ココロとカラダに効くお寺の休日

中部：出張！駆け込み寺

全体：記念法要
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平
成
27
年
11
月
４
日
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
盛

岡
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
で『
第
40
回
記
念
曹

洞
宗
青
年
会
東
北
地
方
集
会
岩
手
大
会
～
喝
～
』

が
開
催
さ
れ
、
東
北
各
県
か
ら
１
８
０
人
を
超
え

る
青
年
僧
侶
が
参
集
さ
れ
ま
し
た
。

　

午
後
１
時
か
ら
開
催
さ
れ
た
記
念
式
典
で
は
、

佛
祖
諷
経
の
後
、
天
野
大
真
東
北
管
区
理
事
、
惠

津
森
哲
夫
大
会
実
行
委
員
長（
岩
手
県
曹
洞
宗
青

年
会
会
長
）か
ら
主
催
者
側
の
ご
挨
拶
が
あ
り
ま
し

た
。
続
い
て
来
賓
を
代
表
し
、
高
橋
哲
秋
曹
洞
宗

東
北
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー
統
監
、
海
野
義
清
曹
洞

宗
岩
手
県
宗
務
所
長
の
ご
挨
拶
が
あ
り
、
続
い
て

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
安
逹
瑞
樹
会
長
か
ら
ご
挨
拶

と
祝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。
高
橋
統
監
か
ら
は
、
第

１
回
大
会
テ
ー
マ「
魂
と
の
出
会
い
」
か
ら
、
自
ら

の
生
き
方
を
仏
道
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
、
自
己
自

身
と
し
て
の「
求
道
」の
必
要
性
に
つ
い
て
青
年
僧

侶
に
語
り
か
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、『
誓
願
文
』を
満
場
一
致
で
採
択
し
ま
し

た
。
こ
の
中
で「
宗
侶
と
し
て
大
風
大
火
大
水
の
三

災
が
消
せ
る
を
祈
り
、
修
証
不
二
、
禅
戒
一
如
の

体
現
者
と
し
て
布
施
、
愛
語
、
利
行
、
同
事
を
実

践
し
、
と
き
に
は
愚
の
如
く
悠
大
な
心
で
、
と
き

に
は
魯
の
如
く
篤
実
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
誓

う
も
の
で
あ
り
ま
す（
原
文
か
ら
引
用
）」
と
宣
言

し
、
参
加
者
一
同
で
思
い
を
共
有
し
誓
い
を
新
た

に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

式
典
の
最
後
に
次
回
開
催
県
を
宮
城
県
に
す
る

と
の
発
表
に
続
き
、
大
会
実
行
委
員
長
の
絡
子
が

惠
津
森
実
行
委
員
長
か
ら
天
野
理
事
へ
、
そ
し
て

宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
の
北
村
暁
秀
会
長
に
手
渡

さ
れ
ま
し
た
。

　

午
後
３
時
か
ら
の
記
念
講
演
で
は
、
青
森
県
恐

山
菩
提
寺
院
代
の
南
直
哉
老
師
か
ら「
授
戒
の
現

代
的
問
題
性
～
現
代
に
お
け
る
宗
門
の
根
本
問
題
」

と
題
し
ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

午
後
４
時
30
分
か
ら
は
、
岩
手
県
出
身
の
シ
ン

ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
松
本
哲
哉
氏
に
よ
る
記
念

公
演
が
行
わ
れ
、
地
元
岩
手
で
の
音
楽
活
動
や
東

日
本
大
震
災
後
の
炊
き
出
し
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
尽
力

さ
れ
た
松
本
氏
の
音
楽
が
、
岩
手
大
会
に
彩
り
を

加
え
ま
し
た
。

文
／
広
報
委
員
長
・
宮
入
真
道

第
40
回
記
念
曹
洞
宗
青
年
会
東
北
地
方
集
会
岩
手
大
会

『
喝
』

加盟団体

天野東北管区理事の挨拶

『誓願文』を全員で奉読記念公演で演奏する松本氏

南直哉老師の記念講演
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平
成
27
年
11
月
４
日
・
５
日
、
第
38
回
中
国

曹
洞
宗
青
年
会
岡
山
大
会
を
岡
山
市
で
開

催
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
度
は
、
岡
山
県
曹
洞
宗

青
年
会
が
主
管
と
な
り
、『
進
め
！
ア
ボ
ッ
ト
さ
ん
』

─
お
寺
の
未
来
に
つ
い
て
考
え
る
─
と
題
し
て
一

昨
年
よ
り
準
備
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

近
年
、
少
子
高
齢
化
・
過
疎
化
・
宗
教
離
れ
・

後
継
者
不
足
と
い
っ
た
言
葉
を
よ
く
耳
に
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
お
寺
、
住
職
の

在
り
方
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
性
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
…
…
。
昔
は
、
地
域
の
中
心

的
な
存
在
で
あ
っ
た
お
寺
も
今
は
…
…
。

　

今
大
会
は
講
師
に
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
松
本

紹
圭
師
を
お
招
き
し
て
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

若
手
僧
侶
に
お
寺
の
経
営
を
指
南
す
る「
未
来
の

住
職
塾
」
と
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト「
彼
岸
寺
」
で
、
お
寺

か
ら
日
本
を
元
気
に
す
る
活
動
を
さ
れ
て
お
ら
れ

ま
す
。

　

初
日
は
、
松
本
師
に「
お
寺
の
必
須
条
件
」
と
題

し
て
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
人
口
減
の
中
、

家
族
単
身
化
・
多
様
化
す
る
価
値
観
、
継
承
さ
れ

に
く
い
お
寺
社
会
。
10
年
後
に
は
、
寺
院
住
職
減
、

運
営
モ
デ
ル
の
変
化
、
お
寺
は
選
ば
れ
る
時
代
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
中
、
お
寺
を
木

に
例
え
る
と
、
見
え
る
部
分
は
お
寺
の
境
内
、
財

産
等
の
建
造
物
で
あ
り
、
見
え
な
い
根
っ
こ
の
部

分
は
お
寺
を
取
り
巻
く
檀
家
・
総
代
・
寺
族
・
地

域
住
民
と
な
る
。
根
っ
こ
＝
無
形
の
価
値
観
を
よ

く
理
解
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
だ
と
話
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
の
お
寺
の
必
須
条
件
と
し
て
、
住

職
寺
族
の
器
を
広
げ
る
・
組
織
の
透
明
性
信
頼
性

の
向
上
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
本
業
の
磨
き
上

げ
・
宗
教
空
間
の
環
境
整
備
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

我
々
が
根
っ
こ
の
部
分
を
大
切
に
し
て
き
た
か
を

改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
講
演
で
し
た
。

　

ま
た
、
岡
山
県
出
身
の
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
童
謡

担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
長
田

暁
二
師
に「
歌
に
潜
む
仏
教
の
こ
こ
ろ
」と
題
し
て
、

お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
歌
詞
か
ら
様
ざ
ま
な

仏
教
的
内
容
、
実
際
に
は
こ
の
歌
に
は
、
こ
う
い

う
思
い
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
よ
と
、
熱
く
語

ら
れ
ま
し
た
。
お
歳
も
80
半
ば
、
出
家
し
て
仏
門

に
帰
依
し
た
心
で
、
独
特
の
音
楽
評
論
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

２
日
目
は
、
実
践
と
し
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

行
い
ま
し
た
。
10
年
、20
年
後
の
お
寺
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
？ 

将
来
を
見
据
え
て
何
を
変
え
て
い
く

べ
き
か
？ 

そ
の
た
め
に
重
要
と
な
る
行
動
は
な
に

か
？ 

ハ
ー
ド
ル
は
？ 

ど
の
よ
う
に
ク
リ
ア
し
て
い

く
の
か
？ 

と
い
う
課
題
を
グ
ル
ー
プ
で
意
見
交
換

し
ま
し
た
。
こ
の
ワ
ー
ク
も
お
寺
を
運
営
し
て
い

く
一
歩
と
な
る
内
容
で
あ
り
ま
し
た
。

　

最
終
的
に
１
０
０
人
の
中
国
地
方
の
青
年
会
員

の
皆
様
に
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
大
会
の

意
義
を
踏
ま
え
た
青
年
僧
の
皆
様
が
、
結
果
云
々
、

こ
れ
か
ら
の
お
寺
の
未
来
に
つ
い
て
考
え
、
実
践

し
て
い
た
だ
い
た
時
に
、
今
回
の
大
会
が
大
き
な

意
味
を
持
つ
も
の
と
思
い
ま
す
。

文
／
岡
山
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
・
加
藤
清
文

第
38
回
中
国
曹
洞
宗
青
年
会
岡
山
大
会

『
進
め
！
ア
ボ
ッ
ト
さ
ん
』 ー
お
寺
の
未
来
に
つ
い
て
考
え
る
ー

【
注
釈
】ア
ボ
ッ
ト
と
は
／
英
語
で
修
道
院

長
と
訳
さ
れ
る
。
英
語
圏
で
道
を
修
め
る

修
道
院
は
教
会
で
あ
っ
た
。
全
て
の
寺
院

は
修
行
道
場
で
あ
る
た
め
、
広
い
意
味
で

ア
ボ
ッ
ト
が
寺
院
の
長
で
あ
る
住
職
を
指

す
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

加盟団体



全 国 曹 洞 宗 青 年 会 の 活 動 は 皆 さ ま の 賛 助 費 に 支 え ら れ て お り ま す。
こ の 度 も ご 協 力 い た だ き 誠 に 有 難 う ご ざ い ま し た 。

東京	 青松寺	 様
東京	 青松寺	 様
東京	 嶺雲寺	 様
東京	 清巌寺	 様
東京	 雲慶院	 様
神奈川	 泉秋寺	 様
神奈川	 善光寺	 様
神奈川	 本覚寺	 様
埼玉	 豊泉寺	 様
埼玉	 永福寺	 様
埼玉	 光秀寺	 様
埼玉	 廣徳院	 様
茨城	 龍心寺	 様
千葉	 慶林寺	 様
千葉	 中滝寺	 様
千葉	 満蔵寺	 様
千葉	 宗胤寺	 様
山梨	 自元寺	 様
静岡	 孤雲寺	 様
静岡	 宿蘆寺	 様
静岡	 玉泉寺	 様
静岡	 正泉寺	 様
静岡	 高林寺	 様
静岡	 東林寺	 様

静岡	 霊山寺	 様
静岡	 清富寺	 様
愛知	 洞牧寺	 様
愛知	 全久院	 様
愛知	 吉祥寺	 様
愛知	 青原寺	 様
愛知	 成福寺	 様
愛知	 智光院	 様
愛知	 宝珠院	 様
三重	 安心寺	 様
京都	 久昌寺	 様
京都	 徳運寺	 様
兵庫	 禅昌寺	 様
兵庫	 向榮寺	 様
広島	 雲龍寺	 様
広島	 吉祥寺	 様
鳥取	 正音寺	 様
鳥取	 吉祥寺	 様
島根	 慶用寺	 様
島根	 興源寺	 様
愛媛	 西禅寺	 様
愛媛	 長命寺	 様
熊本	 国照寺	 様
長野	 陽泰寺婦人会	様

長野	 泉龍院	 様
石川	 延命寺	 様
富山	 光臺寺	 様
新潟	 妙雲寺	 様
新潟	 普光寺	 様
新潟	 長命寺	 様
新潟	 大慈寺	 様
福島	 齋藤光輝	様
福島	 石雲寺	 様
福島	 正法寺	 様
福島	 小国寺	 様
福島	 大同寺	 様
福島	 法輪寺	 様
福島	 吉祥院	 様
福島	 松前寺	 様
宮城	 大永寺	 様
宮城	 城國寺	 様
宮城	 長観寺	 様
岩手	 青山寺	 様
岩手	 清水寺	 様
岩手	 正傳寺	 様
青森	 聖福寺	 様
青森	 澄月寺	 様
青森	 乘照寺	 様

青森	 光昌寺	 様
山形	 永蓮寺	 様
山形	 昌傳庵	 様
山形	 養千寺	 様
山形	 東光寺	 様
秋田	 倫勝寺	 様
秋田	 補陀寺	 様
秋田	 圓福寺	 様
秋田	 洞心会	 様
秋田	 円通寺	 様
秋田	 蚶満寺	 様
秋田	 長泉寺	 様
北海道	 北斗会	 様
北海道	 延命寺	 様
北海道	 達磨寺	 様
北海道	 照心会	 様
北海道	 孝徳寺	 様
北海道	 空知青年会	様
北海道	 神谷俊英	様
北海道	 北海道第2宗務所第2教区青年部	様
北海道	 掬水会	 様
北海道	 禅心会	 様

ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 感 謝 録

　

平
成
27
年
11
月
19
日
、
三
重
県
曹
洞
宗
第
一
宗
務
所
（
三

重
県
松
阪
市
）
で
第
一
宗
務
所
管
内
の
御
寺
院
様
方
か
ら
全

曹
青
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
資
金
と
し
て
浄
財
を
ご
寄
付
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
浄
財
は
、
平
成
27
年
の
台
風
18
号
に
伴
う
豪
雨
で
浸

水
や
土
砂
災
害
な
ど
各
地
に
大
き
な
被
害
が
出
た
後
、
県
内

の
ご
寺
院
様
を
中
心
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
、
武
内
秀
道
教

化
主
事
様
か
ら
「
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
が
た
へ
の
支
援
活
動

に
当
て
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
か
ら
も
青
年
会
に
よ
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
応
援
し
て
お
り
ま
す
」
と
励
ま
し
の
お
言
葉

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

全
曹
青
で
は
お
預
か
り
し
ま
し
た
浄
財
を
被
災
地
へ
の
義

援
金
に
当
て
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
各
青
年
会
と
連

携
し
な
が
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
継
続
し
て
行
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

三
重
県
曹
洞
宗
第
一
宗
務
所
様
よ
り

ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
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平成27年10月1日〜12月18日取扱い分

賛 助 費 浄 納 御 芳 名 簿
◆青森県
20	 盛雲院	 様
27	 蘭庭院	 様
89	 耕田寺	 様
100	 澄月寺	 様
101	 聖福寺	 様
103	 光昌寺	 様
113	 正洞院	 様

◆山形県第１
24	 養千寺	 様
113	 洞興寺	 様	

◆山形県第 2	
372	 昌傳庵	 様
393	 舘山寺	 様

◆山形県第３
540	 圓秀寺	 様
639	 慶全寺	 様
718	 長渕寺	 様
722	 永蓮寺	 様
734	 東光寺	 様
	
◆秋田県	
17	 補陀寺	 様
96	 円通寺	 様
126	 蚶満寺	 様
157	 香積寺	 様
162	 祥雲寺	 様
185	 永蔵寺	 様
252	 長泉寺	 様
302	 天昌寺	 様
313	 立昌寺	 様
321	 鏡得寺	 様
323	 恩徳寺	 様
326	 圓福寺	 様

◆北海道第１
45	 延命寺	 様
79	 徳源寺	 様
94	 曹源寺	 様
96	 観音寺	 様
504	 達磨寺	 様

◆北海道第２	
241	 孝徳寺	 様

◆東京都
6	 光寶寺	 様
56	 嶺雲寺	 様
151	 靜勝寺	 様
177	 清巌寺	 様
199	 大松寺	 様
333	 雲慶院	 様
駒澤大学高等学校
　　鈴木純行	様

◆神奈川県第１
285	 泉秋寺	 様

◆神奈川県第 2
1	 本覺寺	 様
27	 東林寺	 様
147	 宗祐寺	 様
390	 善光寺	 様

◆埼玉県第 1	 	
110	 香林寺	 様
114	 東陽寺	 様
190	 廣徳院	 様
426	 昌楽寺	 様

◆埼玉県第 2	 	
256	 豊泉寺	 様
336	 永福寺	 様

◆群馬県	 	
99	 龍傳寺	 様
171	 久昌寺	 様
194	 善宗寺	 様
217	 正泉寺	 様
315	 利済寺	 様

◆栃木県	 	
51	 豊栖院	 様
94	 天性寺	 様

◆茨城県	
32	 龍泰院	 様
113	 常晃寺	 様
182	 龍心寺	 様
191	 法光寺	 様
197	 長龍寺	 様

◆千葉県	 	
2	 宗胤寺	 様
7	 満蔵寺	 様
21	 観音寺	 様
24	 仁守寺	 様
29	 慶林寺	 様
68	 超林寺	 様
121	 宝林寺	 様
194	 中瀧寺	 様
272	 永泉寺	 様

◆山梨県
555	 自元寺	 様

◆静岡県第 1	
34	 洞慶院	 様
109	 玉泉寺	 様
175	 霊山寺	 様
388	 林叟院	 様
388	 林叟院	 様
464	 正泉寺	 様

◆静岡県第２	 	
334	 清富寺	 様
362	 福泉寺	 様
	
◆静岡県第３
676	 孤雲寺	 様
832	 善勝寺	 様
1273	東林寺	 様

◆静岡県第 4	 	
1099	宿蘆寺	 様

◆愛知県第１	
5	 功徳院	 様
7	 全香寺	 様
101	 成福寺	 様
108	 香積院	 様
120	 宝珠院	 様
127	 龍潭寺	 様
158	 秀伝寺	 様
216	 青原寺	 様
292	 高雲寺	 様
313	 長松寺	 様
336	 弥勒寺	 様
607	 林宗寺	 様
625	 宝積寺	 様
635	 永澤寺	 様
1191	智光院	 様

◆愛知県第２	 	
813	 全久院	 様

◆愛知県第 3
438	 吉祥寺	 様
572	 松雲院	 様

◆岐阜県	
38	 最勝寺	 様
217	 本覚寺	 様

◆三重県第 1
24	 一心院	 様
36	 法安寺	 様
83	 凉泉寺	 様
240	 安心寺	 様
269	 大蓮寺	 様

276	 地蔵院	 様

◆三重県第２
389	 海岸寺	 様

◆京都府	
222	 久昌寺	 様
386	 徳運寺	 様
389	 萬福寺	 様

◆大阪府	 	
26	 天徳寺	 様
88	 正俊寺	 様
104	 拾翠寺	 様
	
◆兵庫県第１	
14	 禅昌寺	 様
287	 向榮寺	 様
403	 善福寺	 様

◆兵庫県第２	 	
173	 瑞雲寺	 様
188	 興禅寺	 様
225	 大雲寺	 様

◆岡山県	 	
59	 観泉寺	 様
130	 蓮性寺	 様

◆広島県	 	
34	 吉祥寺	 様
46	 雙照院	 様
102	 潮音寺	 様
175	 雲龍寺	 様
179	 神宮寺	 様

◆鳥取県	 	
32	 吉成寺	 様
180	 正音寺	 様
82	 吉祥院	 様

◆島根県第１	 	
332	 興源寺	 様

◆島根県第２	 	
44	 吉祥寺	 様
63	 龍覚寺	 様
66	 浄心寺	 様
98	 法船寺	 様
157	 慶用寺	 様

◆愛媛県	 	
93	 長命寺	 様
113	 西禅寺	 様
146	 興雲寺	 様

◆福岡県
28	 桂木寺	 様
158	 報恩寺	 様

◆長崎県第１	 	
42	 西方寺	 様
78	 宝泉寺	 様

◆佐賀県
108	 光明寺	 様

◆熊本県第 1	 	
60	 含蔵寺護寺会	様
48	 神照寺	 様

◆熊本県第 2	 	
79	 向陽寺	 様
88	 明徳寺	 様
108	 潮音寺	 様
122	 国照寺	 様

◆宮崎県	 	
54	 善栖寺	 様

◆鹿児島県	 	
14	 紘昭寺	 様

◆長野県第 1	
38	 耕雲庵	 様
57	 長秀院	 様
65	 柳原寺	 様
66	 宝蔵院	 様
71	 苔翁寺	 様
99	 天照寺	 様
121	 浄光庵	 様
147	 徳應院	 様
370	 日輪寺	 様
580	 観音庵	 様

◆長野県第２	 	
375	 龍雲寺	 様
386	 西福寺	 様
389	 宗福寺	 様
400	 長久寺	 様
441	 雲龍寺	 様
507	 泉龍院	 様

◆福井県	 	
47	 瑞祥寺	 様
48	 洞雲寺	 様
108	 玉祥寺	 様
232	 長泉寺	 様
272	 洞善寺	 様
291	 福聚寺	 様

◆石川県	
120	 妙玄院	 様
123	 延命寺	 様
133	 慈眼庵	 様

◆富山県
206	 慈眼寺	 様

◆新潟県第１	
311	 大慈寺	 様
358	 円光寺	 様
380	 玅雲寺	 様
445	 永林寺	 様
453	 龍澤寺	 様
477	 龍泉院	 様

◆新潟県第 2	
681	 総源寺	 様

◆新潟県第３	
514	 長命寺	 様
535	 普光寺	 様
	
◆新潟県第４	
53	 英林寺	 様
112	 常安寺	 様
259	 長楽寺	 様
	
◆福島県
41	 石雲寺	 様
113	 圓照寺	 様
209	 吉祥院	 様
226	 常隆寺	 様
352	 大同寺	 様
461	 正法寺	 様
462	 松前寺	 様

◆宮城県
102	 吉祥寺	 様
113	 繁昌院	 様
149	 喜松院	 様
177	 珠光寺	 様
202	 皆傳寺	 様
212	 祥雲寺	 様
319	 大永寺	 様
380	 長観寺	 様
414	 虎渓寺	 様
440	 城國寺	 様

◆岩手県	
14	 正傳寺	 様
17	 清水寺	 様
23	 清雲院	 様
111	 西泉寺	 様
123	 寶城寺	 様
233	 玉泉寺	 様

21
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広
報
委
員
会
は
、
加
盟
会
員

の
皆
様
や
一
般
の
方
が
た
へ
の

情
報
発
信
を
主
な
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

広
報
誌『
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
』や
、

『
曹
洞
宗
報
』内「
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｉ

号
外
」ペ
ー
ジ
の
記
事
執
筆
・
編

集
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ『
般
若
』
及

び『
全
曹
青facebook

ペ
ー
ジ
』

の
運
営
や
、
各
種
お
問
い
合
わ

せ
へ
の
対
応
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。時

に
は
近
隣
の
、
時
に
は
数

百
キ
ロ
離
れ
た
場
所
で
の
取
材

に
赴
き
、
撮
影
や
取
材
を
し
た

後
、『
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
』の
記
事
や

『
般
若
』
の
記
事
を
書
い
て
い
ま

す
。
ま
た
、『
全
曹
青facebook

ペ
ー
ジ
』で
は
行
事
開
催
当
日
の

様
子
を
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
、

速
報
性
の
高
い
情
報
発
信
を
心

掛
け
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
発
信
し
た
情
報
の

感
想
を
、
是
非
と
も
広
報
委
員

会
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
全
曹

青
参
加
者
を
通
じ
て
、
ま
た
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
で
も
可

能
で
す
。
い
た
だ
い
た
ご
意
見

を
元
に
、
情
報
発
信
の
充
実
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

静
岡
県
第
一
宗
務
所
青
年
会

か
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。

す
で
に
伝
え
る
こ
と
の
難
し

さ
を
感
じ
て
お
り
ま
す
が
、
わ

か
り
や
す
く
皆
様
に
伝
え
ら
れ

る
よ
う
に
精
進
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
２
年
間
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

大
阪
に
生
ま
れ
奈
良
で
新
寺

建
立
し
、
住
し
て
お
り
ま
す
。

ま
わ
り
の
方
に「
お
坊
さ
ん
」
と

し
て
育
て
て
貰
っ
て
今
が
あ
り
、

こ
れ
か
ら
は
さ
ら
に
全
曹
青
と

い
う
場
に
育
て
て
い
た
だ
き
た

く
願
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

大
農
業
地
域
の
十
勝
か
ら
や

っ
て
き
ま
し
た
。

ま
だ
ま
だ
不
慣
れ
で
す
が
、

委
員
長
の「
大
丈
夫
。
大
丈
夫

で
は
な
い
け
ど
や
っ
て
い
く
う

ち
に
何
と
か
な
る
」
の
言
葉
を

胸
に
、
粘
り
強
く
精
進
し
ま
す
。

厳
し
い
冬
を
土
中
で
過
ご
し
、

味
わ
い
を
増
す
春
堀
り
の
長
芋

の
よ
う
に
…
…
。

山
奥
の
自
坊
か
ら
広
報
委
員

会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
２

期
目
に
な
り
ま
し
た
。
会
議
や

取
材
に
行
く
度
に
、
今
日
は
何

を
食
べ
よ
う
か
な
と
考
え
て
い

ま
す
。
前
期
よ
り
体
重
が
か
な

り
増
え
ま
し
た
。
様
ざ
ま
な
人

と
出
会
い
、
笑
顔
も
か
な
り
増

え
ま
し
た
。
今
期
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

を
無
意
識
に
探
し
て
い
る
自
分

が
居
ま
す
。
全
国
に
発
送
す
る

『
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
』で
す
の
で
、
良

く
も
悪
く
も
こ
の「
ク
セ
」
を
治

す
必
要
は
無
さ
そ
う
で
す
。
今

後
も
間
違
い
の
無
い
よ
う
に
努

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

前
期
に
引
き
続
き
今
期
も
福

岡
曹
青
よ
り
全
曹
青
の
広
報
委

員
会
に
参
加
し
て
お
り
ま
す
。

18
期
で
初
め
て
全
曹
青
に
参
加

し
た
と
き
に
は
、
ま
さ
か
3
期

も
参
加
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と

は
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

年
齢
的
に
も
今
期
で
最
後
の

お
勤
め
に
な
る
と
思
い
ま
す
の

で
悔
い
の
無
い
よ
う
広
報
活
動

に
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

前
期
よ
り『
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
』

に
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
最
近
で
は
何
か
し
ら
の

文
章
を
見
る
と「
誤
字
・
脱
字
」

今
期
よ
り
広
報
委
員
会
に
参

加
し
ま
し
た
。

会
議
に
出
た
り
取
材
し
た
り

大
変
だ
と
思
い
ま
す
が
、
色
い

ろ
と
学
び
、
精
一
杯
頑
張
っ
て

行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
宜
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

今
期
も
ご
縁
を
い
た
だ
き
、

い
ず
も
曹
洞
宗
青
年
会
か
ら
参

加
し
、
広
報
を
担
当
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
様
ざ
ま
な
出

逢
い
や
つ
な
が
り
を
一
つ
ひ
と

つ
大
切
に
し
な
が
ら
伝
え
る
こ

と
に
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

face
of 

全曹青

広報委員会紹介

委員長
宮入真道

曹洞宗長野県第一青年会

副委員長
西古孝志

いずも曹洞宗青年会

委員
横山岳洋

福岡県曹洞宗青年会

委員
井上一洸

四国地区曹洞宗青年会

委員
柳澤隆徳

曹洞宗長野県第一青年会

委員
織田秀道

曹洞宗北海道第二宗務所青年会

委員
長尾大乗

曹洞宗静岡県第一宗務所青年会

委員
藤井崇文

奈良県曹洞宗青年会

委員
閑野文隆

曹洞宗埼玉県第二宗務所青年会

副委員長
鬼頭大輝

曹洞宗岐阜県青年会

今
期
も
広
報
委
員
と
し
て
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
前

期
よ
り
も
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
軽

く
と
常
々
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
様
ざ
ま
な
ご
縁
に
出

会
え
ま
す
よ
う
に
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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今
号
の
特
集
に
合
わ
せ
て
、“
精
進
料
理
”
に
つ

い
て
述
べ
て
み
た
い
。
私
は
宗
門
の
機
関
誌『
禅
の

友
』で
の
連
載
の
ほ
か
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
書
籍
、

各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
精
進
料
理
を
媒
介
に
禅
仏

教
を
伝
え
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
の
お
陰
か
、
宗
門
内
か
ら
も
料
理
教
室
の
依

頼
が
舞
い
込
ん
で
く
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
多
く

の
ケ
ー
ス
で「
こ
れ
ま
で
や
っ
て
い
た
料
理
教
室
が

停
滞
気
味
で
、
新
た
な
風
を
送
り
込
み
た
い
」と
の

要
望
を
い
た
だ
く
。
で
は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う

に
さ
れ
て
い
た
の
か
聴
く
と
、
僧
侶
指
導
の
も
と

料
理
を
一
緒
に
作
り
、
五
観
の
偈
を
お
唱
え
し
て
、

ワ
イ
ワ
イ
食
べ
る
と
い
う
も
の
で
、
少
し
聞
い
た

感
じ
で
は
楽
し
そ
う
な
も
の
が
多
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
停
滞
気
味
だ
と
い
う
の
だ
。

　

こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
が
、
単
発
な
の
か
継
続
な

の
か
で
ア
プ
ロ
ー
チ
も
異
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る

が
、
停
滞
と
い
う
か
ら
に
は
継
続
す
る
こ
と
を

前
提
に
し
て
お
り
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
満
足
度
を

上
げ
る
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要
と
な
る
。
私
が

２
０
１
２
年
か
ら
自
坊
で
行
っ
て
い
る『
広
島
精
進

料
理
塾
』で
は
、
月
に
４
回
開
催
で
年
間
１
０
０
人

（
延
べ
人
数
で
２
０
０
人
強
）ほ
ど
の
方
が
受
講
さ

れ
、
半
数
が
リ
ピ
ー
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

れ
ば
、
少
し
は
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ご
紹
介
し
た
い
。

　

①
護
法
韋
駄
尊
天
前
に
て
開
講
諷
経
、
②
作
法

に
則
っ
て
調
理
、
③
作
法
に
則
っ
て
食
事（
五
観
の

偈
／
食
中
の
作
法
／
洗
鉢
）、
④
片
付
け
、
⑤
ア
ン

ケ
ー
ト
記
入
と
、
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
構
造
で
あ

る
。
ま
ず
、
韋
駄
天
さ
ん
の
前
で
般
若
心
経
を
唱

え
て
、
心
の
モ
ー
ド
を
切
り
換
え
た
の
ち
、『
典
座

教
訓
』を
踏
ま
え
て
調
理
を
し
、『
赴
粥
飯
法
』か
ら

作
法
を
抜
き
出
し
て
実
践
、
食
後
に
皆
で
片
付
け

て
、最
後
に
塾
の
満
足
度
を
測
る
た
め
に
ア
ン
ケ
ー

ト
に
記
入
し
て
も
ら
っ
て
終
了
と
い
う
流
れ
だ
。

　

こ
の
中
で
も
、
特
に
私
が
重
き
を
置
い
て
い
る

の
が
、
③
の
作
法
に
則
っ
た
食
事
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
活
動
の
初
期
に
浮
上
し
て
き
た「
野
菜
料

理
と
精
進
料
理
の
違
い
と
は
何
か
？
」と
い
う
疑
問

の
答
え
が
こ
こ
に
あ
る
か
ら
だ
。

　

世
の
中
で
一
般
的
な
精
進
料
理
の
概
念
は
、
ほ

と
ん
ど
の
場
合「
僧
侶
が
食
べ
そ
う
な
料
理
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は「（
五
葷
不

使
用
の
）野
菜
料
理
と
何
が
違
う
の
か
？
」
と
問
わ

れ
た
時
に
、
明
確
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

そ
し
て
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、

『
大
正
新
修
大
蔵
経
』の
中
に
こ
の“
精
進
料
理
”の

四
文
字
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
な
る

と
、
仏
教
の
教
義
と
い
う
よ
り
も
、
歴
史
が
下
る

に
つ
れ
、
仏
教
周
辺
文
化
の
中
で
便
宜
的
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
造
語
な
の
だ
と
推
測
で
き
る
。

“
精
進
”と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
のvirya

（
ヴ
ィ
ー

リ
ヤ
）
の
訳
語
で
、
仏
道
修
行
に
励
み
努
力
す
る

こ
と
を
表
し
て
お
り
、
大
乗
仏
教
で
重
視
さ
れ
る

六ろ
く
は
ら
み
つ

波
羅
蜜（
菩
薩
が
行
う
六
つ
の
修
行
徳
目
）の
一

つ
に
も
数
え
ら
れ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、先
の「（
仏

道
修
行
に
励
む
）僧
侶
が
食
べ
そ
う
な
料
理
」の
他

に
も
う
ひ
と
つ
、「
仏
道
修
行
と
し
て
い
た
だ
く
料

理
」と
い
う
解
釈
も
で
き
る
こ
と
と
な
る
。

　

つ
ま
り
、
目
の
前
に
運
ば
れ
て
来
た
と
き
に
は
、

ま
だ
た
だ
の
野
菜
料
理
で
し
か
な
い
が
、
食
べ
る

人
が
五
観
の
偈
を
念
頭
に
作
法
に
則
っ
て
食
事
を

す
る
こ
と
で
、
初
め
て
精
進
料
理
に
な
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
私
の
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
理
論
化
せ

ず
と
も
、
宗
門
の
修
行
道
場
を
経
験
し
た
者
で
あ

れ
ば
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
言
え
る
の
は
、『
赴
粥
飯
法
』や『
典
座
教
訓
』

の
食
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
を
持
つ
曹
洞
宗
な
ら
で

は
の
強
み
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
食
べ
る
側
の
行
為
に
よ
っ
て“
精
進
料

理
”の
概
念
が
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
受
講
者
に

そ
れ
を
体
験
し
て
も
ら
っ
て
こ
そ
、
精
進
料
理
教

室
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
私
の
場

合
は
、
５
分
間
ほ
ど
し
っ
か
り
と
作
法
を
実
践
し

て
い
た
だ
い
た
あ
と
、
一
人
ひ
と
り
の
体
験
内
容

を
皆
で
共
有
し
、
今
こ
こ
の
自
己
と
素
直
に
向
き

合
っ
て
い
た
だ
く
機
会
と
し
て
い
る
。

　

前
号
で
、「
仏
の
教
え
の
何（w

hat

）を
ど
の
よ
う

に（how
）
伝
え
、
相
手
に
と
っ
て
こ
の
教
え
が
ど

の
よ
う
に
機
能
す
る
か
？
」
が
重
要
だ
と
述
べ
た

が
、
修
行
道
場
と
同
じ
や
り
方
で
も
良
い
し
、
一

般
の
人
に
分
か
り
易
い
よ
う
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し

て
も
良
い
。
精
進
料
理
を
通
し
て
、
伝
え
る
側
が

ど
こ
に
重
き
を
置
い
て
伝
え
た
い
の
か
明
確
に
す

る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

『
精
進
料
理
』の

　
　
　
　
伝
え
方

吉村師の新著『禅に学ぶくらしの
整え方』が、オレンジページ社か
ら１月 17 日に発売されました。
修行経験を土台に、一般の方でも
実践できる掃除・片づけの方法と
考え方を紹介されています。

連
載  

伝
え
方
の
デ
ザ
イ
ン

曹
洞
宗
八
屋
山
普
門
寺
副
住
職
　
　
　

吉
村
昇
洋
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発
行

所
／

全
国

曹
洞

宗
青

年
会

　
〒

105-8544　
東

京
都

港
区

芝
2-5-2　

曹
洞

宗
宗

務
庁

内
　

発
行

責
任

者
／

安
達

瑞
樹

　
編

集
責

任
者

／
宮

入
真

道
　

編
集

委
員

／
西

古
孝

志
・

鬼
頭

大
輝

・
横

山
岳

洋
・

井
上

一
洸

・
柳

澤
隆

徳
・

織
田

秀
道

・
閑

野
文

隆
・

長
尾

大
乗

・
藤

井
崇

文

本
誌

編
集

部
並

び
に

発
行

部
数

に
関

す
る

お
問

い
合

わ
せ

先
／

〒
389-0604 長

野
県

埴
科

郡
坂

城
町

網
掛

49 福
泉

寺
内

　
TEL 0268-82-3213　

FA
X

 0268-82-8181　
制

作
・

デ
ザ

イ
ン

／
カ

ラ
ス

ブ
ッ

ク
ス

　
印

刷
所

／
創

文
社

印
刷

株
式

会
社

　
定

価
200円

各
青
年
会
の
予
定

【
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
】

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
５
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
が
、
復
興
に
は
未
だ
遠
く
、
東
京
電
力
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
の
事
故
も
含
め
現
在
進
行
形
の
問
題
で

あ
る
こ
と
を
実
感
い
た
し
ま
す
。
全
国
曹
洞
宗
青
年
会

で
は
、
全
日
本
仏
教
青
年
会
様
、
曹
洞
宗
東
日
本
大
震

災
災
害
対
策
本
部
復
興
支
援
室
分
室
様
と
と
も
に
、
復

興
へ
の
誓
い
の
場
で
あ
る
福
島
県
伊
達
市
成
林
寺
様
境

内『
納
経
塔
』前
で
逮
夜
慰
霊
法
要
を
厳
修
し
、
復
興
支

援
へ
の
決
意
を
新
た
に
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
３
月
10
日（
木
）

　

午
後
２
時
40
分
～　

黙
祷
、
復
興
祈
願
・
納
経
諷
経

（
全
曹
青
主
体
）

慰
霊
供
養
諷
経（
全
日
仏
青
主
体
）

【
宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
】

　

津
波
に
襲
わ
れ
た
沿
岸
部
を
中
心
に
、
被
災
さ
れ
た

方
が
た
の
慰
霊
と
、
ご
遺
族
の
方
が
た
の
安
心
を
目
的

に
被
災
地
慰
霊
行
脚
を
修
行
し
ま
す
。
主
催
の
宮
城
県

曹
洞
宗
青
年
会
ほ
か
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
の
参
加
の
も

と
大
川
小
学
校
周
辺
を
慰
霊
行
脚
し
、
地
元
ご
寺
院
様

と
と
も
に
大
川
小
学
校
で
読
経
法
要
を
お
勤
め
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
３
月
11
日（
金
）

　

午
後
１
時
～　
　

慰
霊
行
脚

　

了
而　
　
　
　
　

慰
霊
法
要

【
岩
手
県
曹
洞
宗
青
年
会
】

　

隣
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
員
に
ご
加
担
い
た
だ
き
、
県

内
各
所
で
慰
霊
法
要
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
３
月
11
日（
金
）

　

午
前
10
時
～　
　

慰
霊
法
要（
釜
石
市
・
常
楽
寺
）

　

午
後
１
時
～　
　

慰
霊
法
要（
山
田
町
・
龍
泉
寺
）

【
曹
洞
宗
福
島
県
青
年
会
】

　

隣
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
員
の
も
と
、
福
島
県
の
相
双

地
区
各
所
を
巡
り
、
慰
霊
法
要
を
厳
修
し
ま
す
。
あ
の

日
か
ら
５
年
が
経
ち
、
多
く
の
被
災
地
が
少
し
ず
つ
復

興
に
進
む
中
で
、
福
島
県
に
お
い
て
は
原
発
事
故
の
影

響
も
あ
り
、
未
だ
に
震
災
当
時
の
状
況
が
手
つ
か
ず
に

残
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
法
要
を
通
し
、
地
震

津
波
の
爪
痕
、
原
発
事
故
の
影
響
の
大
き
さ
を
再
認
識

す
る
機
縁
と
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
３
月
11
日（
金
）

　

午
前
８
時
半
～ 

相
双
地
区　

各
所
に
お
け
る
慰
霊
法
要

３
・
11
慰
霊
法
要
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
先

　

全
曹
青
災
害
復
興
支
援
部
事
務
局

　

０
８
０・
１
９
０
５・
２
６
７
６（
担
当
：
城
市
）

　

shien.zensousei@
gm

ail.com

予
定
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
曹
青
Ｈ
Ｐ『
般
若
』

（http://w
w

w
.sousei.gr.jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

3.11 東日本大震災慰霊法要・行脚

編集後記
　広報誌『SOUSEI』内での限られたスペースの中で文章や写真を使い、想いを伝えることができるているか、読ん
でもらえているかいつも不安です。時々いただける地元の御寺院様の「読んだよ」の一言が私を笑顔にしてくれます。
   そんな時私は必ず「ありがとうございます」と言います。この「ありがとう」という言葉は万能で、私は大好きです。
しかし、どうしようもない感謝を表す時「ありがとう」という言葉だけでは足りないと思います。そんな時は態度や
行動を合わせて示していくわけです。
　言葉だけでは足りない事、文字や写真だけでは伝えられない事もあるかもしれません。ただ、広報誌『SOUSEI』
は文字や写真以外に、様ざまな人の「想い」を載せて発行していると私は思っています。それが伝わることが最大の
喜びです。

（文/広報委員 柳澤隆徳）


