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◆
ま
ず
は
じ
め
に　

教
誨
師
と
は

【
誨
】①
お
し
え
る
・
さ
と
す
㋐
さ
と
し
教
え

る
。
㋑
教
え
み
ち
び
く
。
②
お
し
え
。

（
小
学
館『
新
選
漢
和
辞
典
』よ
り
）

　

教
誨
師
は
、
宗
制
に「
曹
洞
宗
布
教
師
と
称
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ

の
役
割
が
広
く
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

「
国
の
機
関
で
あ
る
矯
正
施
設
が
宗
教
活
動
を
行

う
こ
と
は
、憲
法
上
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。し
か
し
、

受
刑
者
や
少
年
院
在
院
者
の
中
に
は
、
信
仰
を

持
っ
て
い
る
人
や
、
持
と
う
と
し
て
い
る
人
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち

に
対
し
て
信
仰
の
自
由
を
保
障
す
る
観
点
か
ら
、

で
き
る
限
り
の
便
宜
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
こ
の
た
め
被
収
容
者
の
希
望
に
基
づ
い
て
、

説
法
、
宗
教
行
事
、
経
典
の
読
唱
等
を
行
う
こ
と

が
篤
志
家
に
依
頼
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
宗

教
教
誨
と
い
い
、
そ
の
活
動
に
従
事
し
て
い
る
宗

教
者
が
「
教
誨
師
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

宗
教
教
誨
に
は
、
同
じ
宗
教
宗
派
の
宗
教
教
誨
を

希
望
す
る
者
を
集
め
て
行
う
集
合
教
誨
と
、
個
別

に
行
う
個
人
教
誨
と
が
あ
り
ま
す
」

（
法
務
省
発
行『
矯
正
の
窓
』よ
り
）

　

宗
教
教
誨
は
希
望
者
を
対
象
と
し
て
、
全
国
の

刑
務
所
や
拘
置
所
、
少
年
刑
務
所
、
少
年
院
と
い
っ

た
矯
正
施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
。
服
役
中
に
死
去

し
た
人
の
葬
儀
も
、
重
要
な
役
割
で
あ
る
。

　

ま
た
、
曹
洞
宗
は
教
誨
に
取
り
組
む
意
義
と
し

て
次
の
3
つ
を
掲
げ
て
い
る
。

　
【
宗
教
教
誨
の
枢
要
】

① 

宗
教
教
誨
は
、
そ
の
宗
派
、
教
団
の
教
義
に
基

　

 

づ
い
て
、
対
象
と
な
る
人
び
と
に
宗
教
心
を
起

　

 

こ
さ
せ
、
信
仰
生
活
に
導
く
菩
薩
行
で
あ
る
。

② 

自
ら
の
過
去
の
行
い
を
反
省
し
、
懺
悔
の
心
に

　

 

目
覚
め
、
そ
の
行
い
を
実
践
す
る
こ
と
を
教
誨

　

 

と
い
い
、
信
仰
の
中
に
自
ら
の
生
活
の
基
盤
を

　

 

確
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

③ 

宗
門
の
教
え
は
生
活
即
仏
道
で
あ
り
、
す
べ
て

　

 

の
道
徳
や
倫
理
、
日
常
の
暮
ら
し
の
行
為
も
信 

特
集

教き
ょ
う

誨か

い

師し

　
「
布
教
は
伝
道
で
あ
る
。
伝
道
は
伝
法
で
あ
る
。
仏
祖
の
法
灯
を
掲
げ
て
、
人
生
の
進
路
を
照
ら
す
の
が
布
教
伝

道
の
大
本
で
あ
る
」（
曹
洞
宗
宗
務
庁
刊　

布
教
指
導
叢
書『
説
教
と
法
話
』よ
り
）

　

曹
洞
宗
は
宗
憲
第
９
条
で
「
本
宗
の
教
化
は
、
全
宗
門
人
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
お
り
、
宗
派
を

挙
げ
て
布
教
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
特
派
布
教
師
、
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー
布
教
師
、
宗
務
所
布
教
師
、
青
少
年
教
化

員
な
ど
法
を
伝
え
る
使
命
に
燃
え
、
普
段
か
ら
話
材
集
め
を
怠
ら
ず
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
聞
き
手
の
胸
を
打
つ
法
話

を
す
る
布
教
師
の
存
在
は
寺
院
活
動
に
欠
か
せ
な
い
と
感
じ
て
い
る
方
も
多
い
だ
ろ
う
。

　

今
号
で
取
り
上
げ
る
「
教き

ょ
う
か
い
し

誨
師
」
は
、
刑
務
所
や
少
年
院
と
い
う
閉
鎖
的
な
空
間
の
中
で
、
世
間
か
ら
注
目
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
い
活
動
を
す
る
布
教
師
で
あ
る
。
宗
教
者
は
、
罪
を
犯
し
た
人
と
ど
う
向
き
合
う
の
か
。
社
会
か
ら
望

ま
れ
る
在
り
方
と
は
。
現
役
の
教
誨
師
に
お
話
を
伺
う
た
め
、
日
本
最
大
の
刑
務
所
「
府
中
刑
務
所
」
を
訪
ね
た
。
本

特
集
を
通
じ
て
、
全
曹
青
が
発
足
時
か
ら
求
め
続
け
る「
大
衆
教
化
の
接
点
」の
一
つ
の
在
り
方
を
提
示
し
た
い
。

宗務庁発行「曹洞宗教誨師マニュアル」

罪
と
向
き
合
う
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仰
心
か
ら
導
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（『
曹
洞
宗
教
誨
師
マ
ニ
ュ
ア
ル
』よ
り
）

　

教
誨
師
の
活
動
は
被
収
容
者
・
在
院
者
に
宗
教

心
を
起
こ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
反
省
を
促
し
、
釈

放
後
の
生
活
に
お
い
て
心
の
支
え
と
な
る
こ
と
、

更
生
の
契
機
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

◆
犯
罪
白
書
か
ら
見
え
て
く
る

　

教
誨
の
現
場

　

で
は
、
教
誨
師
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
活
動
し

て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
探
る
手
が
か
り
と
な
る
の

が
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る

犯
罪
白
書
だ
。
犯
罪
に
関
す
る
様
ざ
ま
な
情
報
が

毎
年
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
刑
法
犯

の
認
知
件
数
は
平
成
14
年
を
ピ
ー
ク
に
毎
年
減
少

を
続
け
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
れ
は
刑
法
犯
の
過
半
数
を
占
め
る
窃
盗
の
認

知
件
数
が
大
幅
な
減
少
を
続
け
て
い
る
こ
と
が
影

響
し
て
い
る
。
刑
法
犯
を
年
齢
層
別
に
み
る
と
、

65
歳
以
上
の
構
成
比
が
平
成
7
年
の
調
査
で
は

3.9
％
だ
が
、
平
成
26
年
に
は
18.8
％
ま
で
増
え
て
お

り
刑
法
犯
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

再
犯
者
の
人
数
に
つ
い
て
は
、平
成
18
年
を
ピ
ー

ク
と
し
て
わ
ず
か
な
が
ら
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
検
挙
人
員（
※
下
参
照
）中
の
再
犯
者

率
は
47.1
％
と
過
去
最
高
を
更
新
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
デ
ー
タ
か
ら
、

① 

犯
罪
者
の
総
数
は
減
り
続
け
て
い
る
。

② 

し
か
し
初
犯
者
の
減
少
に
比
べ
る
と
再
犯
者
は

　

 

あ
ま
り
減
っ
て
お
ら
ず
、
再
犯
者
の
人
数
は
全

　

 

体
の
半
数
に
近
い
。

③ 

犯
罪
者
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。

　

と
い
う
わ
が
国
の
現
状
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
事
件
数
が
減
少
す
る
一
方
で
、
繰
り
返
し

犯
罪
に
手
を
染
め
る
生
活
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

人
々
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
平
成
26
年
に
起
こ
っ
た
事
件
を
罪
名
別

に
み
る
と
窃
盗
が
50.9
％
、 

自
動
車
運
転
過
失
致
死

傷
等
が
31.2
％
、
器
物
損
壊
が
7.2
％
の
順
で
あ
り
、

こ
の
3
つ
で
全
体
の
9
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。

現
在
活
動
す
る
多
く
の
教
誨
師
は
、
こ
う
い
っ
た

罪
状
の
受
刑
者
を
相
手
に
教
誨
活
動
を
行
っ
て
い

る
と
推
測
で
き
る
。

◆
教
誨
師
の
人
数
と
宗
教
別
の
割
合

　

身
近
な
存
在
と
は
言
い
難
い
教
誨
師
。
全
国
教

誨
師
連
盟
発
行 

の『
教
誨
師
連
盟
だ
よ
り
』
に
よ

る
と
、
平
成
27
年
11
月
30
日
の
時
点
で
総
人
数
は

１
８
６
０
名
。
宗
教
別
で
は
仏
教
系
が
１
２
１
７

名
と
な
っ
て
お
り
一
番
多
く
約
65
％
を
占
め
て
い

る
。
禅
宗
系
は
１
９
０
名
で
、
そ
の
う
ち
曹
洞
宗

は
１
５
９
名
が
活
動
し
て
お
り
全
体
の
約
９
％
、

仏
教
系
内
で
約
13
％
で
あ
る
。
曹
洞
宗
の
寺
院
数

に
鑑
み
る
と
、
他
宗
派
と
比
較
し
て
い
さ
さ
か
少

な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

◆
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
る
か

　

教
誨
師
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
宗
派
か
ら
の
推
薦

に
よ
り
、
各
施
設
、
管
区
で
の
審
議
を
経
て
就
任

す
る
。
教
誨
師
に
な
る
に
あ
た
っ
て
は
、
曹
洞
宗

の
宗
制
で
は
布
教
師
資
格
を
必
ず
し
も
条
件
に
は

し
て
い
な
い
。
矯
正
施
設
の
あ
る
地
域
の
曹
洞
宗

僧
侶
で
、
信
頼
に
足
る
人
物
と
認
め
ら
れ
れ
ば
青

年
僧
侶
で
あ
っ
て
も
話
が
舞
い
込
ん
で
く
る
役
職

で
あ
る
。

◆
研
鑽
の
場　

曹
洞
宗
教
誨
師
連
合
会

　

教
誨
師
や
篤
志
面
接
委
員
で
あ
る
僧
侶
の
組
織

「
曹
洞
宗
教
誨
師
連
合
会
」
は
、
毎
年
総
会
と
研
修

会
を
行
っ
て
い
る
。

　

教
誨
師
は
単
身
で
刑
務
所
に
赴
き
、
法
話
や
対

話
を
す
る
秘
匿
性
の
高
い
活
動
と
な
り
、
内
部
情

報
を
公
表
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
有
意

義
な
教
誨
が
で
き
て
い
る
の
か
を
実
感
し
に
く
く
、

暗
中
模
索
の
教
誨
師
に
と
っ
て
、
研
修
会
は
活
動

出典：法務省ホームページ

犯罪者の総数と初犯・再犯の割合

教誨師の宗教別割合

班に分かれて活発に意見を交わす

※警察などが検挙した事件の被疑者の数
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で
得
ら
れ
た
成
果
や
問
題
を
話
し
共
有
す
る
場
と

し
て
機
能
し
て
い
る
。
昭
和
39
年
の
結
成
以
来
、

経
験
の
多
少
に
関
わ
ら
ず
忌
憚
の
な
い
意
見
が
交

わ
さ
れ
て
い
る
。

　

発
足
40
周
年
を
迎
え
た
平
成
16
年
に
は
、「
何
を

す
れ
ば
良
い
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
自
分
た
ち
の

悩
み
を
新
任
の
教
誨
師
に
味
わ
わ
せ
た
く
な
い
」と

の
声
を
受
け
て
、
会
員
諸
師
の
積
年
の
歩
み
の
実

践
記
録
と
し
て『
曹
洞
宗
教
誨
師
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
を

独
自
に
発
行
し
て
い
る
。

◆
曹
洞
宗
の
教
誨

　

平
成
27
年
10
月
30
・
31
日
、
宮
城
県
松
島
セ
ン

チ
ュ
リ
ー
ホ
テ
ル
で
の
研
修
会
は
、
参
加
者
全
員

が
活
動
状
況
を
発
表
し
た
。

　
「『
修
証
義
』
を
全
員
で
読
む
。
読
み
方
は
本
を

読
む
よ
う
に
・
刑
期
が
長
い
相
手
に
は
説
法
よ
り

相
手
の
気
持
ち
を
聞
く
方
に
重
点
を
置
く
・
今
こ

こ
で
呼
吸
を
し
て
い
る
自
分
の
命
に
集
中
す
る
・

最
後
は
良
い
人
間
で
終
わ
れ
る
よ
う
に
と
の
願
い

を
込
め
て
接
す
る
・
四
摂
法
や
六
波
羅
蜜
を
数
ヶ

月
に
わ
た
っ
て
説
く
・
自
作
の
プ
リ
ン
ト
を
配
布

し
て
話
を
す
る
・
質
疑
応
答
の
時
間
を
重
視
し
て

い
る
」
と
い
っ
た
発
表
が
あ
り
、
熱
心
に
メ
モ
を

取
る
姿
が
見
ら
れ
た
。
中
で
も
目
を
引
い
た
の
は
、

「
40
〜
50
分
間
の
集
合
教
誨
は
坐
禅
を
中
心
と
し
て

行
な
っ
て
い
る
」と
の
発
表
が
多
く
、
坐
禅
が
心
情

の
安
定
に
寄
与
す
る
と
考
え
て
い
る
教
誨
師
の
多

い
こ
と
が
顕
著
で
あ
っ
た
。

◆
刑
務
官
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
府
中
刑
務
所
の
特
徴
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

椎
名
氏
／
府
中
刑
務
所
は
日
本
最
大
規
模
の
刑
務

所
で
、
収
容
定
員
は
２
６
６
８
人
。
そ
の
8
割
弱

が
収
容
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

罪
状
は
窃
盗
が
4
割
弱
、
覚
せ
い
剤
が
3
割
強
、

こ
の
2
つ
で
7
割
を
占
め
て
お
り
、
犯
罪
傾
向
の

進
ん
だ
日
本
人
の
男
子
受
刑
者
と
外
国
人
受
刑
者

を
収
容
し
て
い
ま
す
。

　

外
国
人
受
刑
者
に
も
覚
せ
い
剤
の
罪
の
方
が
多

い
の
で
す
が
、
日
本
人
と
違
っ
て
使
わ
せ
る
方（
密

輸
）の
罪
状
が
多
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

平
成
27
年
11
月
27
日
、
曹
洞
宗
の
集
合
教
誨
（
坐
禅
）
が
行
わ
れ
る
日
、
13
名
の
受
刑

者
と
と
も
に
坐
っ
た
45
分
間
の
坐
禅
を
2
坐
見
学
し
た
後
、
現
役
刑
務
官
の
方
と
2
人

の
教
誨
師
に
活
動
へ
の
思
い
を
伺
っ
た
。

【
訪
問
】日
本
最
大
の
矯
正
施
設
・
府
中
刑
務
所
へ

（
町
田
市　

府
中
刑
務
所
統
括
矯
正
処
遇
官
・
椎
名
裕
二
氏
）

曹洞宗の集合教誨（帯広刑務所）
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府
中
刑
務
所
は
他
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
教
誨
活
動

に
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
と
お
聞
き
し
て
い

ま
す
。ど
の
よ
う
な
活
動
を
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

椎
名
氏
／
最
初
に
刑
執
行
開
始
時
の
指
導
を
、
最

後
に
釈
放
前
の
指
導
を
し
ま
す
。
服
役
中
の
生
活

の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
が「
矯
正
処
遇
」
と
い
い

ま
す
。
中
身
は
作
業
が
中
心
で
す
が
、
法
律
が
新

し
く
な
り
改
善
指
導
・
教
科
指
導
と
い
う
教
育
的

指
導
も
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
府
中
刑
務
所
は
、

ほ
ぼ
毎
日
教
誨
師
に
来
て
い
た
だ
き
教
誨
活
動
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

曹
洞
宗
の
教
誨
師
は
4
名
で
、
順
番
で
月
2
回

の
集
合
教
誨
を
実
施
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

な
の
で
1
年
間
の
回
数
と
な
る
と
、
府
中
刑
務
所

は
一
管
区
分（
※
下
参
照
）に
相
当
す
る
く
ら
い
で

し
ょ
う
か
。
受
刑
者
の
宗
教
的
な
欲
求
に
応
え
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
高
齢
の
受
刑
者
が
多

く
、
亡
く
な
ら
れ
る
方
も
時
々
い
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
方
の
葬
儀
を
執
り
行
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、

重
要
な
役
割
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
教
誨
師
の
方
が
た
に
は「
被
害
者
の

視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育
」に
も
関
わ
っ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
し
、
刑
執
行
開
始
時
の
指
導
と
釈
放

前
の
指
導
で
も
多
く
の
教
誨
師
に
ご
指
導
を
た
ま

わ
っ
て
い
ま
す
。

　

宗
教
教
誨
以
外
の
場
面
で
も
関
わ
っ
て
い
た
だ

く
と
い
う
の
は
他
の
施
設
で
は
あ
ま
り
無
い
こ
と

だ
そ
う
で
、
非
常
に
熱
心
に
や
っ
て
い
た
だ
い
て

い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

教
誨
師
に
期
待
す
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

椎
名
氏
／
教
誨
活
動
に
参
加
す
る
受
刑
者
は
大
き

く
3
通
り
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
一

つ
に
教
義
を
知
り
た
い
、
深
め
た
い
と
い
う
人
。

二
つ
め
に
は
世
間
一
般
と
自
分
の
、
考
え
方
の
違

い
を
知
り
た
い
と
い
う
人
。
そ
し
て
三
つ
め
は
や

は
り
自
分
の
話
を
聞
い
て
ほ
し
い
、
自
分
の
こ
と

を
話
し
た
い
人
が
い
る
と
感
じ
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
受
刑
者
の
要
望
を
叶
え
て
い
た
だ
く
の
が
教
誨

師
に
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

私
は
矯
正
処
遇
の
教
育
や
作
業
を
こ
な
し
て

い
く
だ
け
で
は
受
刑
者
が
よ
り
良
い
生
き
方
に
向

府
中
刑
務
所
統
括
矯
正
処
遇
官

椎
名
裕
二
氏

我
々
で
は
埋
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
を

埋
め
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
が

教
誨
師
さ
ん
の
活
動
で
す
。

矯正処遇の種類
作業  生産・自営・職業訓練・作業報奨金

改善指導
【一般改善指導】 犯罪責任の自覚・社会生活上の知識や生活態度の指導

【特別改善指導】 薬物からの離脱・暴力団からの離脱・性犯罪再犯防止・
 被害者の視点を取り入れた教育・就労支援・交通安全指導

教科指導
社会生活を送る上で学力向上が必要と認められる者に対しての、学校教育
内容に準じた指導

※矯正施設は全国 8 管区（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡）に分かれている。
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か
っ
て
く
れ
る
こ
と
は
無
い
と
思
い
ま
す
。
作
業
、

改
善
指
導
、
教
科
指
導（
５
ペ
ー
ジ
の
図「
矯
正
処

遇
の
種
類
」
参
照
）の「
余
白
の
部
分
」
と
い
う
か
、

我
々
で
は
埋
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
教
誨
師
の
役

割
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
非
常
に
感
じ
て
い
ま

す
し
、
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

◆
教
誨
師
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

教
誨
師
に
任
命
さ
れ
た
経
緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

鬼
頭
師
／
私
は
平
成
19
年
に
先
輩
の
教
誨
師
に
お

話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

渡
部
師
／
神
奈
川
医
療
少
年
院
と
い
う
と
こ
ろ
で

篤
志
面
接
委
員
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た

当
時
、
府
中
刑
務
所
に
曹
洞
宗
の
教
誨
師
は
一
人

で
し
た
。
そ
こ
で
八
王
子
に
住
所
が
あ
る
私
は
東

京
の
方
を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
話
を
平
成
10
年

頃
に
い
た
だ
き
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

教
誨
の
具
体
的
な
活
動
内
容
と
は
。

鬼
頭
師
／
坐
禅
は
毎
月
行
わ
れ
る
集
合
教
誨
の
中

で
や
っ
て
い
ま
す
。
以
前
は
講
話
も
あ
り
ま
し
た

が
、
現
在
は「
曹
洞
宗
の
時
間
は
坐
禅
」
と
な
り
ま

し
た
。
ほ
か
に
個
人
教
誨
が
毎
月
1
回
あ
り
ま
す
。

人
数
は
大
体
7
〜
8
人
で
す
ね
。
服
役
中
に
亡
く

な
ら
れ
る
方
も
い
る
の
で
葬
儀
を
と
り
行
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
多
い
時
で
月
3
回
ぐ
ら
い
足
を
運

ん
で
い
ま
す
。

渡
部
師
／
個
人
教
誨
は
刑
務
官
の
方
は
同
席
さ
れ

ず
、受
刑
者
と
の
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
や
っ
て
い
ま
す
。

1
人
あ
た
り
の
時
間
は
15
分
位
に
設
定
さ
れ
て
い

て
、
部
屋
の
外
に
い
る
刑
務
官
の
方
が
ベ
ル
を
鳴

ら
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
こ
れ
は
人
数
が
少
な
い

日
で
も
同
じ
時
間
で
す
。
日
に
よ
っ
て
違
う
と
不

公
平
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
一
律
で
決
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

鬼
頭
師
／
府
中
刑
務
所
は
人
数
が
多
い
た
め
短
時

間
で
す
が
、
他
の
施
設
で
は
30
分
〜
60
分
位
の
所

も
あ
る
そ
う
で
す
。

個
人
教
誨
の
中
で
は
ど
ん
な
話
が
出
て
く
る
の
で

し
ょ
う
か
。

鬼
頭
師
／
自
分
の
事
件
で
亡
く
な
っ
た
人
の
供
養

を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
話
や
、
教
義
を
知
り
た
い

と
い
う
方
も
い
ま
す
。
刑
務
所
内
の
人
間
関
係
で

困
っ
て
い
る
と
い
う
方
も
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
本

気
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
お
坊
さ
ん
に
な
り
た
い

と
い
う
人
も
た
ま
に
い
ま
す
ね
。
初
め
の
う
ち
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
づ
ら
い
人
も
い
ま
す

が
、
そ
れ
で
も『
願
箋
』（
参
加
申
込
書
の
こ
と
）を

書
い
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
思

い
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
、
一
期
一
会
の
気

持
ち
で
や
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

病
棟
に
入
っ
て
い
て
、
末
期
癌
で
余
命
3
ヶ
月

の
方
が
教
誨
を
受
け
た
い
と
病
棟
の
服
の
ま
ま
来

ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
方
は
教
誨
を
受

け
た
最
後
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
合
掌

し
て
帰
っ
て
行
か
れ
ま
し
た
。

　

あ
と
、
自
分
の
怒
り
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い
と
い
う
方
が
非
常
に
荒
い
呼
吸
で
、
そ

れ
を
ど
う
に
か
調
え
な
が
ら
自
分
自
身
と
対
峙
し

て
い
る
の
が
伝
わ
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
私
は
個
人
教
誨
の
時
は
座
り
方
を
工
夫

し
て
い
ま
す
。
相
対
す
る
の
で
は
な
く
て
、
受
刑

者
は
本
尊
様
に
向
か
っ
て
い
た
だ
き
、
私
は
横
か

ら
話
す
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
ま
す
。

　

仏
様
と
向
か
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
を

感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
と
い
う
思
い
が
あ
り
、
私
は

そ
の
サ
ポ
ー
ト
役
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
す
。
ま
ず

本
尊
様
に
お
線
香
を
1
本
あ
げ
て
も
ら
っ
て
か
ら

始
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

渡
部
師
／
暴
力
団
の
人
と
の
教
誨
で
の
事
で
す
。

「
そ
の
世
界
か
ら
手
を
引
い
て
ま
っ
と
う
な
世
界
に

戻
っ
て
欲
し
い
」と
伝
え
る
ん
で
す
が
、
釈
放
さ
れ

た
ら
組
織
の
中
に
自
分
の
席
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

自
分
も
そ
こ
に
帰
り
た
い
し
、
向
こ
う
か
ら
も
求

め
ら
れ
て
い
る
人
も
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
そ
こ
か
ら（
更
生
の
話

が
）進
ん
で
い
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の

人
の
帰
る
場
所
な
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
れ
が
凄
く

印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

受
刑
者
と
向
き
合
う
時
の
気
持
ち
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

渡
部
師
／
刑
務
所
は
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
場
所
で

す
か
ら
、
時
間
い
っ
ぱ
い
自
分
の
事
を
し
ゃ
べ
り
っ

ぱ
な
し
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う
場
合
は

聞
き
役
に
徹
し
て
い
ま
す
。
願
箋
を
通
し
て
曹
洞

宗
の
教
義
に
つ
い
て
の
要
望
が
あ
れ
ば
そ
の
お
話

を
し
ま
す
。
私
は
難
し
い
こ
と
を
言
う
よ
り
も
、

話
を
聞
こ
う
と
い
う
、
傾
聴
に
重
点
を
置
い
て
接

し
て
お
り
ま
す
。
難
し
い
こ
と
を
説
明
す
る
と
用

語
の
説
明
か
ら
入
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
そ

れ
よ
り
は
寄
り
添
う
態
度
で
あ
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

鬼
頭
師
／
彼
ら
は
事
件
の
時
か
ら
警
察
に
取
り
調

べ
ら
れ
て
、
裁
判
が
あ
っ
て
、
こ
っ
ち
に
来
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
さ
ん
ざ
ん
説
教
的
な
話
を
聞
い

て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
中
で
も「
宗
教
者

と
話
す
」と
い
う
の
は
、
宗
教
者
だ
か
ら
こ
そ
話
せ

る
部
分
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
心
を
許
せ
る
と
い

う
こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
興
味
本
位

で
来
て
い
る
よ
う
な
態
度
の
方
も
い
ま
す
が
、
そ

れ
で
も
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
も
あ
る

と
思
う
の
で
一
回
一
回
を
大
切
に
や
っ
て
い
ま
す
。

瑩
山
禅
師
が「
人
々
悉
く
道
器
な
り
」
と
示
さ
れ
た

よ
う
に
、
罪
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
人
の
仏
性
を
ど

こ
ま
で
も
信
じ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。

活
動
の
中
で
苦
労
し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

鬼
頭
師
／
担
当
し
た
受
刑
者
が
来
月
に
出
所
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
た
時
、
最
後
の
個
人
教

誨
で「
じ
ゃ
あ
頑
張
っ
て
ね
」
と
お
別
れ
し
た
ら
そ

の
数
ヶ
月
後
に
ま
た
戻
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
て
落
ち
込
み
ま
し
た
。
教
誨
師
一
人
の
力
で

更
生
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す

が
、
や
っ
ぱ
り
寂
し
い
感
じ
は
し
ま
し
た
ね
。

渡
部
師
／
同
じ
受
刑
者
で
も
日
に
よ
っ
て
精
神
状

況
も
違
い
ま
す
。
日
々
向
き
合
い
な
が
ら
、
ど
う

い
う
言
葉
が
良
い
の
か
、
あ
の
時
の
言
葉
遣
い
は

東
京
都
八
王
子
市
龍
正
寺
住
職
・
渡
部
栄
常
老
師

東
京
都
町
田
市
宗
保
院
住
職
・
鬼
頭
広
安
老
師
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良
か
っ
た
の
か
…
…
そ
ん
な
悶
々
と
し
た
思
い
は

常
に
抱
え
て
い
ま
す
。
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
い
よ

う
に
と
思
い
な
が
ら
や
っ
て
い
ま
す
が
、
再
犯
で

戻
っ
て
こ
ら
れ
る
と
自
分
の
教
誨
が
い
け
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
役
に
立
て
な
か
っ
た
の
か
な
、

と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

鬼
頭
師
／
た
く
さ
ん
接
し
て
い
く
中
で
は
、
あ
ん

な
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
良
か
っ
た
と
反
省
す
る

場
面
は
ど
う
し
て
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
時
は

言
葉
遣
い
云
々
よ
り
も
人
格
の
部
分
で
通
じ
る
も

の
が
あ
る
は
ず
だ
と
思
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。

府
中
刑
務
所
で
は
刑
執
行
開
始
時
の
指
導
と
釈
放

前
の
指
導
も
教
誨
師
が
担
当
す
る
そ
う
で
す
ね
。

鬼
頭
師
／
刑
執
行
前
の
指
導
は
約
40
分
間
の
講
話

で
す
。
様
ざ
ま
な
宗
教
の
人
が
相
手
と
な
り
ま
す

の
で
、
教
義
色
を
押
し
付
け
な
い
よ
う
配
慮
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
宗
教
者
と
し
て
の
話

を
求
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
世
間
話
で
は
い
け
ま

せ
ん
の
で
、
修
行
生
活
の
事
を
交
え
た
り
し
つ
つ

通
仏
教
的
な
話
を
し
て
い
ま
す
。
受
刑
生
活
に
少

し
で
も
役
立
て
て
も
ら
え
れ
ば
と
。

　

釈
放
前
の
指
導
は
1
時
間
の
講
話
で
す
。
話
す

時
の
心
構
え
は
、
や
は
り
事
件
が
あ
っ
て
刑
務
所

に
入
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
事
件

を
起
こ
し
た
過
去
は
も
う
変
え
ら
れ
な
い
が
、
こ

れ
か
ら
の
生
き
方
に
よ
っ
て
過
去
の
出
来
事
の
意

味
合
い
は
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
識
で

や
っ
て
い
ま
す
。「
俺
は
ど
う
せ
ム
シ
ョ
上
が
り
」
と

い
う
意
識
で
生
き
て
行
く
限
り
、繰
り
返
し
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
今
ま
で
の
出
来
事
を
消
せ
は
し

な
い
け
れ
ど
、
今
後
の
心
持
ち
で「
刑
務
所
が
あ
っ

た
か
ら
今
生
き
ら
れ
る
」と
い
う
方
向
に
変
換
で
き

る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
い
う
の
を
根
底
に
お
い
て

や
っ
て
い
ま
す
。
何
か
一
つ
で
も
、
釈
放
後
の
生
活

の
中
で
胸
に
残
っ
て
く
れ
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

◆
被
害
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育

鬼
頭
師
／
教
誨
以
外
の
活
動
と
し
て
は
も
う
一
つ

「
被
害
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育
」
が
あ
り
ま

す
。「
生
命
犯（
※
下
参
照
）」
5
〜
6
人
ほ
ど
を
対

象
に
専
門
官
の
人
と
教
誨
師
が
入
っ
て
、
グ
ル
ー

プ
で
話
し
合
い
ま
す
。

　

世
間
の
人
の
感
覚
で
は
教
誨
師
に
つ
い
て
、「
被

害
者
の
方
を
見
な
い
で
加
害
者
ば
か
り
見
て
い
る
」

と
い
う
考
え
方
も
当
然
あ
る
と
思
い
ま
す
。
被
害

者
の
方
も
そ
う
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
教
誨
師
は

被
害
者
か
ら
見
れ
ば
自
分
と
相
反
す
る
立
場
の
人

で
す
。
被
害
者
の
痛
み
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
教
誨

を
す
る
の
で
は
な
く
て
、「
教
誨
師
だ
か
ら
こ
そ
被

害
者
の
気
持
ち
を
分
か
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
」と

先
輩
の
曹
洞
宗
教
誨
師
の
方
が
率
先
し
て
企
画
し

て
く
だ
さ
り
、
被
害
者
支
援
都
民
セ
ン
タ
ー
で
曹

洞
宗
の
教
誨
師
全
員
が
研
修
を
受
け
ま
し
た
。
旦

那
さ
ん
が
急
に
殺
さ
れ
、
死
ん
だ
こ
と
を
認
め
た

く
な
い
か
ら
供
養
も
で
き
な
い
し
、
位
牌
も
作
れ

な
い
で
い
る
。
そ
ん
な
被
害
者
の
気
持
ち
も
実
際

に
聞
か
な
い
と
分
か
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
を

分
か
っ
た
上
で
刑
務
所
で
加
害
者
と
向
き
合
う
。

「
こ
れ
だ
け
被
害
者
は
大
変
な
ん
だ
ぞ
、分
か
る
か
」

と
責
め
る
の
で
は
な
く
て
、
一
人
の
宗
教
者
と
し

て
被
害
者
の
気
持
ち
を
汲
ん
だ
上
で
教
誨
に
あ
た

龍
正
寺（
東
京
・
八
王
子
市
）住
職

渡
部
栄
常
師

教
誨
師

宗
保
院（
東
京
・
町
田
市
）住
職

鬼
頭
広
安
師

※殺人、傷害致死のような重大な犯罪
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る
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
く
大
事
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
の
研
修
を
我
々
が
受
け
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で「
被
害
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育
」に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
受
刑
者
も
よ
く
語
り
ま
す
。

事
件
に
つ
い
て
口
を
閉
ざ
し
て
い
た
の
が
、
次
第

に
語
る
よ
う
に
な
り
、
考
え
方
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ

る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
自
分
の
事
件

の
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
か
を
聞
い
た
ら「
後
悔
し

て
い
る
」と
言
う
。
で
は
ど
う
い
う
後
悔
を
し
て
い

る
の
か
を
聞
い
た
ら「
あ
の
時
逃
げ
な
か
っ
た
か
ら

捕
ま
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
者
も
い
ま
す
。
そ
こ

か
ら
始
ま
っ
て
、「
反
省
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
。
赦
さ
れ
る
と
は
、
償
う
と
は
…
」

と
、
話
し
合
い
な
が
ら
深
め
て
い
き
ま
す
。
そ
う

し
て
い
く
と「
そ
ん
な
こ
と
一
度
た
り
と
も
考
え
た

こ
と
な
か
っ
た
」と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
そ

れ
は
自
分
と
向
き
合
う
機
会
が
な
か
っ
た
か
ら
で

し
ょ
う
。
そ
れ
を
語
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
周
り

に
も
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
宗
教
者

が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て「
償
い
」と「
真
の
意
味
で
の

供
養
」と
い
う
こ
と
は
繋
が
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い

ね
、
と
い
う
話
が
で
き
ま
す
。「
赦
し
」と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
話
し
合
い
、
思
索
を
深
め
る
に
つ

れ
多
様
性
が
出
て
く
る
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
は
私
自
身
も
勉
強
に
な
り
ま
す
。

◆
矯
正
処
遇
で
埋
め
ら
れ
な
い
余
白

鬼
頭
師
／
椎
名
さ
ん
の
言
う
、
矯
正
処
遇
で
埋
め

ら
れ
な
い
余
白
の
部
分
が
大
事
だ
と
い
う
の
は
全

く
そ
の
通
り
で
、
事
件
が
起
き
る
と
い
う
の
は
ひ

と
つ
の
き
っ
か
け
だ
け
で
は
な
く
、
生
育
環
境
や

対
人
関
係
、
自
分
自
身
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
関
係

し
ま
す
。
ひ
と
口
に「
罪
」
と
い
っ
て
も
、
刑
務
所

は
裁
判
で
出
た
判
決
に
基
づ
い
て
何
年
間
か
の
作

業
に
従
事
し
て
、
法
律
的
に
は
そ
れ
で
赦
さ
れ
る

わ
け
で
す
。
し
か
し
被
害
者
も
赦
し
て
く
れ
る
か

と
い
っ
た
ら
、
そ
う
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
被
害

者
が
赦
す
か
と
い
う「
社
会
的
」「
対
人
的
」な
赦
し

が
あ
り
ま
す
。
で
は
被
害
者
が
赦
し
て
く
れ
た
か

ら
本
当
に
赦
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
で
終
わ

り
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
先
が
宗
教
の
領

域
で
す
。
自
分
自
身
が
本
当
に『
命
』と
し
て
赦
さ

れ
た
の
か
。
ど
う
や
っ
て
償
っ
て
い
く
の
か
。
法

律
的
な
赦
し
と
い
う
の
は
刑
務
所
の
領
域
で
、
さ

ら
に
社
会
的
な
赦
し
が
あ
っ
て
、
そ
の
さ
き
に
宗

教
的
な「
自
分
自
身
の
赦
し
」「
自
分
自
身
が
納
得

で
き
る
か
」
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
宗
教
者

が
教
誨
師
と
し
て
携
わ
る
以
上
は
、
そ
の
部
分
に

踏
み
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

道
徳
を
説
く
だ
け
で
は
な
く
、
せ
っ
か
く
生
ま
れ

て
き
た
の
だ
か
ら
、
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た

の
か
と
い
う
命
の
部
分
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
は

宗
教
者
に
し
か
言
え
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
先
、
読
者
で
あ
る
青
年
僧
の
中
に
も
新
し
く

教
誨
師
の
道
に
進
む
ご
縁
を
い
た
だ
く
方
が
出
て

く
る
と
思
い
ま
す
。
背
中
を
押
し
て
も
ら
え
る
よ

う
な
言
葉
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

鬼
頭
師
／
教
誨
師
だ
か
ら
特
別
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
て
、
皆
お
坊
さ
ん
と
し
て
色
々
な
境
遇
の
人

と
接
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
我
々
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が
僧
侶
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
縁
の
積
み
重
ね
の

中
で
そ
う
な
っ
た
と
い
う
だ
け
の
話
で
す
。
た
ま

た
ま
罪
を
犯
さ
な
い
で
済
む
ご
縁
で
生
き
て
き
た

と
い
う
思
い
が
自
分
の
中
に
も
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
気
持
ち
で
相
手
と
接
し
ま
す
。

そ
れ
は
塀
の
中
で
あ
ろ
う
が
外
で
あ
ろ
う
が
変
わ

ら
な
い
こ
と
で
す
。

渡
部
師
／
色
々
な
タ
イ
プ
の
教
誨
師
が
い
て
も
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
皆
そ
れ
ぞ
れ
違
う
で

し
ょ
う
か
ら
。
お
と
な
し
い
人
、
素
直
な
人
、
積

極
的
な
人
、
そ
の
人
の
持
ち
分
を
生
か
し
て
く
だ

さ
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

　

矯
正
処
遇
へ
の
熱
心
な
取
り
組
み
で
知
ら
れ
る

府
中
刑
務
所
を
訪
ね
、
受
刑
者
の
更
生
に
力
を
注

ぐ
お
二
人
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
文
字
に
起
こ
し
な

が
ら
、
仏
教
聖
典
の
一
節
が
思
い
出
さ
れ
た
。

「
親
は
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
子
ど
も
が
あ
っ
て
も
、
そ

の
可
愛
さ
に
変
わ
り
が
な
い
が
、
そ
の
中
に
病
め

る
子
が
あ
れ
ば
、
親
の
心
は
と
り
わ
け
そ
の
子
に

ひ
か
れ
て
ゆ
く
。
仏
の
大
悲
も
ま
た
、
す
べ
て
の

人
び
と
に
平
等
に
向
か
う
け
れ
ど
も
、
こ
と
に
罪

の
重
い
者
、
愚
か
さ
ゆ
え
に
悩
め
る
者
に
慈
し
み

と
あ
わ
れ
み
と
を
か
け
る
」

（
仏
教
伝
道
協
会
発
行『
仏
教
聖
典
』22
頁
よ
り
）

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
の
テ
ー
マ
は「
大
衆
教
化

の
接
点
を
求
め
て
」、
21
期
は「
笑
顔
の
君
と　

お

な
じ
空
を
見
上
げ
て
」を
掲
げ
て
い
る
。「
君
」を「
生

き
と
し
生
け
る
全
て
」
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、

宗
教
的
な
欲
求
を
も
っ
て
教
誨
活
動
に
参
加
し
て

い
る
受
刑
者
も
ま
た
大
衆
で
あ
り
、
笑
顔
を
願
わ

れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。

　

特
集
に
あ
た
り
読
み
返
し
た
犯
罪
白
書
に
は
、

繰
り
返
し
犯
罪
に
手
を
染
め
る
生
活
か
ら
抜
け
出

せ
な
い
人
々
の
多
さ
が
顕
れ
て
い
た
。
刑
務
所
に

は
様
ざ
ま
な
罪
状
の
受
刑
者
が
収
容
さ
れ
て
い
る
。

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
重
大
犯
も
い
れ
ば
、
本
来

の
役
割
で
は
な
い「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
を
期
待

す
る
刑
法
犯
の
現
実
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

お
話
の
中
に
あ
っ
た
矯
正
処
遇
の
余
白
を
埋
め
る

と
期
待
さ
れ
る
、
宗
教
者
が
発
す
る
問
い
。
鬼
頭

師
が
そ
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
た
の
は〝
私
た
ち
は
何

の
た
め
に
生
ま
れ
、
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
〟。

「
願
生
此
娑
婆
国
土
し
来
た
れ
り
見
釈
迦
牟
尼
仏
を

よ
ろ
こ
ば
ざ
ら
ん
や
」
を
い
か
に
伝
え
、
広
め
ら
れ

る
か
。
こ
れ
は
教
誨
師
に
限
ら
ず
、
全
宗
門
人
の

追
及
し
て
い
く
べ
き
部
分
で
あ
ろ
う
。

　

青
年
僧
侶
の
中
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と
ご
縁

の
中
で
、
地
域
活
動
へ
の
参
加
や
独
自
の
教
化
活

動
に
邁
進
し
て
い
る
方
も
多
い
こ
と
と
思
う
。
今

号
の
特
集
が
活
動
の
刺
激
と
な
り
、
さ
ら
に
は
い

つ
の
日
か
教
誨
師
と
な
る
青
年
僧
の
励
み
と
な
る

こ
と
を
願
う
。

文
／
広
報
委
員
・
織
田
秀
道

人
は
皆
、
笑
顔
を
願
わ
れ
る
べ
き
存
在

特
集

罪
と
向
き
合
う
　
了

教
誨
師
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宮
城
県
角
田
市
自
照
院

慰
霊
法
要

　

午
前
11
時
、
境
内
に
あ
る「
活
動
の
灯
」
前
で
、

全
国
曹
洞
宗
青
年
会（
以
下
、
全
曹
青
）主
催
、
東

日
本
大
震
災
慰
霊
法
要
を
厳
修
い
た
し
ま
し
た
。

導
師
を
安
逹
会
長
が
務
め
、
読
経
の
中
、
自
照
院

方
丈
様
、
役
員
の
皆
様
、
梅
花
講
の
皆
様
が
焼
香

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
梅
花
講
の
皆
様
は
御
詠
歌
を

奉
読
し
、
全
員
で
心
静
か
に
被
災
さ
れ
た
方
が
た

の
慰
霊
を
祈
り
ま
し
た
。
発
災
時
に
活
動
拠
点
と

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
場
所
に
設
置
さ
れ
た「
活
動
の

灯
」を
前
に
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
見
直
し
、
七
回

忌
に
向
け
て
決
意
を
新
た
に
い
た
し
ま
し
た
。

福
島
県
伊
達
市
成
林
寺

慰
霊
逮
夜
法
要

　

午
後
１
時
過
ぎ
か
ら
、
山
口
県
曹
洞
宗
青
年
会

と
現
地
か
ら
の
食
材
を
、
炊
き
出
し
器
材
を
使
用

し
て
調
理
し
た
暖
か
い
う
ど
ん
が
、
参
加
者
に
昼

食
と
し
て
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。

　

午
後
２
時
40
分
、
納
経
塔
前
に
60
人
を
超
え
る

日
本
全
国
の
青
年
僧
侶
が
集
い
ま
し
た
。
先
ず
、

全
曹
青
安
逹
瑞
樹
会
長
が
導
師
を
務
め
、
午
後
２

時
46
分
に
合
わ
せ
黙
祷
を
行
い
、
全
国
か
ら
届
い

た
写
経
を
納
経
し
、
犠
牲
者
の
慰
霊
と
被
災
地
の

復
興
を
祈
願
い
た
し
ま
し
た
。
続
い
て
、
全
日
本

仏
教
青
年
会
東
海
林
良
昌
理
事
長
が
導
師
を
務
め
、 

宗
派
を
超
え
て
読
経
を
行
い
ま
し
た
。
法
要
後
に

は
、
成
林
寺
住
職
久
間
泰
瑞
老
師
か
ら
こ
れ
ま
で

の
献
身
的
な
支
援
へ
の
感
謝
と
、
今
後
も
変
わ
ら

ぬ
支
援
へ
の
お
願
い
が
あ
り
ま
し
た
。
次
に
東
海
林

理
事
長
か
ら
、
仏
教
が
ど
う
社
会
と
接
し
て
い
く

の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
挨
拶
が
あ
り
、
最
後
に

安
逹
会
長
か
ら
、
現
地
へ
赴
き
合
掌
を
し
寄
り
添

う
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

今
年
も
風
が
肌
に
し
み
る
寒
い
中
で
の
法
要
で

し
た
が
、
慰
霊
と
復
興
支
援
へ
の
気
持
ち
を
新
た

に
い
た
し
ま
し
た
。

岩
手
県
釜
石
市
常
楽
寺

佛
像
開
眼
・
大
般
若
供
養
・
追
悼
供
養

　

午
前
10
時
、
新
た
に
東
日
本
大
震
災
犠
牲
者
慰

霊
の
為
に
寄
進
さ
れ
た
大
日
如
来
像
の
開
眼
式
、

並
び
に
大
般
若
供
養
が
厳
修
さ
れ
、
全
曹
青
か
ら

も
随
喜
い
た
し
ま
し
た
。

　

大
般
若
供
養
の
後
、
友
人
を
津
波
で
亡
く
さ
れ

た
女
性
３
人
に
よ
る『
甚
句
』が
、
手
話
と
と
も
に

奉
詠
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
午
前
11
時
か
ら
は
東

日
本
大
震
災
追
悼
供
養
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。 

読

経
中
に
は
参
列
さ
れ
た
大
勢
の
方
が
た
が
須
弥
壇

前
に
進
み
焼
香
さ
れ
、
震
災
で
亡
く
な
ら
れ
た
方

が
た
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
し
た
。

岩
手
県
山
田
町
龍
泉
寺

慰
霊
法
要
・
略
歎
佛
・
あ
の
と
き
の
つ
ど
い

　

午
後
１
時
、
前
日
の
自
照
院
様
と
同
じ
く
境
内

の「
活
動
の
灯
」
前
で
、
東
日
本
大
震
災
慰
霊
法
要

を
全
曹
青
主
催
で
厳
修
い
た
し
ま
し
た
。

　

午
後
１
時
30
分
か
ら
は
、
本
堂
で
厳
修
さ
れ
た

東
日
本
大
震
災
被
災
物
故
者
慰
霊
並
び
に
復
興
祈

願
の
歎
佛
会
法
要
に
随
喜
。
方
丈
様
と
と
も
に
随

喜
僧
侶
と
檀
信
徒
の
方
が
た
が
手
を
合
わ
せ
、
ご

本
尊
様
に
礼
拝
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
龍
泉
寺
様
と
ご
縁
の
深
い
秋
田
県
鹿

角
市
寶
珠
寺
の
岩
舘
裕
章
老
師（
曹
洞
宗
特
派
布

教
師
）に
よ
る
法
話
の
後
、
殿
鐘
の
音
を
合
図
に
午

後
２
時
46
分
に
全
員
で
黙
祷
を
捧
げ
ま
し
た
。

　

法
要
終
了
後
の
夕
方
に
は
、
電
気
を
消
し
灯
篭

の
明
り
で
過
ご
す「
３
・
11　

あ
の
と
き
の
つ
ど
い
」

が
開
か
れ
ま
し
た
。
地
元
の
保
育
園
児
、小
中
学
生
、

関
係
者
の
方
が
た
が
描
い
た
絵
や
文
字
が
入
っ
た

紙
で
包
ま
れ
た
灯
篭
が
準
備
さ
れ
、
や
さ
し
い
明

か
り
に
境
内
が
包
ま
れ
ま
し
た
。
随
喜
僧
侶
、
ま

た
地
元
の
方
を
中
心
に
多
く
の
人
が
集
い
、
わ
ず

か
な
灯
り
を
頼
り
に
肩
を
寄
せ
合
い
、
様
ざ
ま
な

お
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

福
島
県
相
双
地
区　

慰
霊
法
要

　

曹
洞
宗
福
島
県
青
年
会（
以
下
、
曹
福
青
）主
催

の
慰
霊
法
要
に
、
全
曹
青
か
ら
も
随
喜
。
南
相
馬

［
３
月
10
日
］

［
３
月
11
日
］

東
日
本
大
震
災
慰
霊
法
要
レ
ポ
ー
ト

平
成
28
年
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市
千
相
院
様
に
早
朝
集
合
し
、
北
コ
ー
ス
と
南
コ
ー

ス
に
分
か
れ
各
地
で
慰
霊
法
要
を
行
い
ま
し
た
。

　

北
コ
ー
ス
班
が
初
め
に
向
か
っ
た
の
は
相
馬
郡
龍

昌
寺
様
。
津
波
で
流
さ
れ
た
墓
石
を
探
索
し
建
立

し
た
慰
霊
碑
前
で
、
龍
昌
寺
住
職
斎
藤
崇
淳
老
師

を
導
師
に
読
経
い
た
し
ま
し
た
。
次
に
相
馬
市
原

釜
尾
浜
慰
霊
碑
前
で
は
天
野
淳
英
師
が
導
師
を
さ

れ
、
法
要
後
に
伝
承
鎮
魂
祈
念
館
を
見
学
。
鹿
島

区
烏
崎
慰
霊
碑
前
で
は
相
双
支
部
長
石
井
秀
芳
師

を
導
師
に
、
ご
遺
族
・
関
係
者
の
皆
様
に
ご
焼
香

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

南
コ
ー
ス
班
が
最
初
に
向
か
っ
た
の
は
浪
江
町

請
戸
。
原
発
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
位
置
し
て

お
り
、
関
門
で
立
ち
入
り
の
目
的
を
告
げ
踏
み
入

り
ま
し
た
。
ガ
ラ
ス
が
割
れ
塀
の
崩
れ
た
無
人
の

街
並
み
の
中
を
慰
霊
場
所
へ
向
か
い
、
曹
福
青
副

会
長
瀧
澤
勝
俊
師
を
導
師
に
読
経
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
後
は
避
難
区
域
の
南
相
馬
市
小
高
の
慰
霊
碑

前
で
瀧
澤
師
が
導
師
を
、
続
い
て
同
市
原
町
区
の

慰
霊
碑
前
で
は
同
副
会
長
の
野
田
精
顕
師
が
務
め

ら
れ
、
慰
霊
法
要
を
行
い
ま
し
た
。

　

両
班
は
各
慰
霊
地
を
巡
り
、
原
町
区
下
渋
佐
の

寄
り
添
い
地
蔵
前
で
合
流
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
の

慰
霊
法
要
は
曹
福
青
会
長
光
英
覚
法
師
が
導
師
を

務
め「
仏
様
は
香
り
が
好
物
で
す
が
、
も
う
一
つ
の

好
物
は
私
た
ち
の
笑
顔
で
す
」と
挨
拶
さ
れ
、
ご
遺

族
・
関
係
者
の
皆
様
と
と
も
に
犠
牲
者
の
ご
冥
福

を
心
か
ら
願
い
ま
し
た
。

宮
城
県
石
巻
市　

慰
霊
行
脚

　

宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会（
以
下
、
宮
曹
青
）主
催

の
慰
霊
行
脚
に
全
曹
青
も
随
喜
し
、
宮
城
県
石
巻

市
を
中
心
に
大
川
地
区
・
北
上
地
区
・
雄
勝
地
区

を
巡
り
ま
し
た
。

　

午
前
11
時
、石
巻
市
海
蔵
庵
様
別
院
に
、宮
曹
青
、

全
曹
青
、
い
ず
も
曹
洞
宗
青
年
会
、
四
国
地
区
曹

洞
宗
青
年
会
、T

eam
お
き
た
ま
な
ど
約
60
人
が
集

合
し
ま
し
た
。
始
め
に
、
宮
曹
青
副
会
長
坂
本
顕

一
師
、
全
曹
青
顧
問
櫻
井
尚
孝
師
、
海
蔵
庵
住
職

佐
竹
泰
生
老
師
よ
り
ご
挨
拶
い
た
だ
き
、
午
後
０

時
30
分
に
海
蔵
庵
様
本
院
を
出
発
。
気
温
も
低
く

風
も
冷
た
い
中
で
、
旧
大
川
小
学
校
ま
で
の
道
の

り
を
、
龍
谷
院
、
観
音
寺
、
釜
谷
霊
園
で
慰
霊
諷

経
を
お
勤
め
し
な
が
ら
慰
霊
行
脚
を
行
い
、
途
中

の
海
岸
で
は
、
各
地
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た「
亡

き
人
へ
の
手
紙
」を
お
焚
き
上
げ
供
養
し
ま
し
た
。

　

慰
霊
諷
経
の
際
に
は
、
お
墓
、
慰
霊
碑
に
お
参

り
さ
れ
て
い
る
方
も
お
手
を
合
わ
せ
、
一
緒
に
お
勤

め
を
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
道
中
す
れ
違
う
方

が
た
も
お
手
を
合
わ
せ
て
お
り
、
宮
曹
青
の
主
旨

で
も
あ
る｢

ご
冥
福
を
祈
る
と
と
も
に
、
ご
遺
族
を

は
じ
め
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
が
た
へ
の
安
心｣

と

い
う
思
い
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

午
後
２
時
30
分
、
各
地
区
慰
霊
行
脚
を
終
え
旧

大
川
小
学
校
に
合
流
。
大
川
小
学
校
と
遺
族
会
主

催
の
慰
霊
法
要
に
随
喜
し
、
午
後
２
時
46
分
、
犠

牲
に
な
ら
れ
た
方
が
た
へ
の
追
悼
の
意
を
あ
ら
わ

し
、
黙
祷
を
捧
げ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
川
地
区

の
御
寺
院
様
主
導
に
よ
る
慰
霊
法
要
が
行
わ
れ
、

参
列
者
の
方
が
た
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
こ
め
て

焼
香
さ
れ
ま
し
た
。

　

遺
族
会
会
長
の
挨
拶
の
中
で
、「
震
災
か
ら
５
年

を
迎
え
て
も
あ
の
頃
の
ま
ま
。
で
す
が
、
皆
さ
ん

と
会
う
こ
と
、
話
を
す
る
こ
と
を
励
み
に
歩
ん
で

い
き
ま
す
」と
話
さ
れ
ま
し
た
。
寄
り
添
う
こ
と
の

大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
、
共
に
生
き
る
と
い
う
こ

と
を
心
に
誓
い
ま
し
た
。

文
／
広
報
委
員
会
一
同

七
回
忌
に
向
け
て

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
５
年
、
ま
だ
ま
だ
復

興
に
は
遠
い
道
の
り
を
感
じ
ま
す
。

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
で
は
発
災
当
初
か
ら

被
災
地
に
寄
り
添
っ
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち

に
出
来
る
こ
と
は
何
か
、
を
い
つ
も
考
え
な

が
ら
歩
ん
で
き
た
５
年
間
。
私
た
ち
に
は
そ

の「
経
験
」が
あ
り
、
東
北
に
集
い
寄
り
添
う

「
力
」が
あ
り
ま
す
。

　

今
年
は
１
年
を
か
け
、
七
回
忌
に
向
け
て

会
員
皆
様
と
、
私
た
ち
に
出
来
る
こ
と
は
何

か
を
考
え
、
共
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
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平
成
28
年
２
月
８
日
か
ら
９
日
、
曹
洞
宗
檀
信

徒
会
館
４
階
芙
蓉
の
間
で
執
行
部
会
・
理
事
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

各
委
員
会
・
特
別
委
員
会
の
活
動
報
告
に
続
き
、

平
成
28
年
3
月
10
〜
11
日
に
行
わ
れ
た
東
日
本
大

震
災
慰
霊
法
要
に
つ
い
て
の
打
ち
合
わ
せ
、
平
成

29
年
３
月
に
迎
え
る
東
日
本
大
震
災
七
回
忌
に
つ

い
て
意
見
が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

28
年
度
の
禅
文
化
学
林
が
曹
洞
宗
兵
庫
県
第
二
宗

務
所
青
年
会
二
十
周
年
記
念
と
の
併
催
で
７
月
３

日
か
ら
４
日
の
日
程
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
も
決
定

い
た
し
ま
し
た（
詳
細
は
裏
表
紙
参
照
）。

　　

平
成
28
年
１
月
21
日
か
ら
22
日
、
滋
賀
県
彦
根

市
の
清
凉
寺
さ
ま
を
会
場
に
傾
聴
研
修
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
36
人
の
受
講
者
の
他
に
も
、
全
日

本
仏
教
青
年
会
の
方
が
た
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
、

全
曹
青
心
の
傾
聴
委
員
会
、
合
わ
せ
て
50
人
を
越

え
る
僧
侶
が
集
い
ま
し
た
。
ま
た
滋
賀
県
宗
務
所

長
老
師
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

相
談
を
さ
れ
る
方
が
た
が「
和
尚
さ
ん
が
ち
ゃ
ん

と
話
を
聴
い
て
く
れ
る
」と
安
心
し
て
も
ら
う
に
は

何
が
必
要
か
、
僧
侶
に
求
め
ら
れ
る
傾
聴
と
は
何

か
、
再
考
す
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
相
談
者
が
と
に
か
く
話
し
や
す
い
雰
囲
気
を

作
る
こ
と
。
そ
し
て
相
談
を
受
け
る
側
の
僧
侶
が

話
し
過
ぎ
な
い
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
２
日
間
の
講

義
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
自
ら
の
死
に
向
き
合
う

ラ
イ
フ
マ
ッ
プ
の
作
成
な
ど
、
お
互
い
の
気
付
き

を
共
有
し
合
っ
て
、
和
気
藹
々
な
が
ら
も
真
剣
に

学
ぶ
場
と
な
り
ま
し
た
。

　

研
修
を
終
え
た
受
講
者
か
ら
は
、「（
相
談
す
る

役
、
相
談
さ
れ
る
役
に
分
か
れ
て
）話
す
こ
と
、
聞

く
こ
と
に
と
て
も
集
中
す
る
こ
と
が
出
来
た
」、「
う

な
ず
き
や
沈
黙
に
も
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
意
味
が
あ
る
と
分
か
っ
た
」な
ど
傾
聴
の
実

践
技
術
が
学
べ
た
と
い
う
声
や
、「
ひ
と
は
肯
定
的

に
話
を
聞
い
て
も
ら
う
と
、
そ
れ
だ
け
で
大
き
な

救
い
に
な
る
と
感
じ
た
」、「
傾
聴
は
僧
侶
と
し
て
の

日
々
で
学
ぶ
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
実
と
し

て
研
修
を
受
け
て
や
っ
と
色
々
な
こ
と
に
気
付
け

た
」と
い
っ
た
傾
聴
や
傾
聴
研
修
の
意
義
に
改
め
て

気
付
い
た
と
い
う
声
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ご

参
加
い
た
だ
い
た
全
日
本
仏
教
青
年
会
の
東
海
林

良
昌
理
事
長
か
ら
、「
研
修
に
参
加
さ
れ
る
若
い
方

と
同
じ
年
代
の
方
が
講
師
を
務
め
ら
れ
て
、
お
互

い
に
切
磋
琢
磨
さ
れ
る
の
は
、
本
当
に
素
晴
ら
し

い
で
す
ね
」と
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

執
行
部
会
・
理
事
会

傾
聴
研
修
会
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平
成
28
年
１
月
17
日
、
阪
神
淡
路
大
震
災
か

ら
21
年
目
を
迎
え
る
こ
の
日
、
各
地
で
慰

霊
行
事
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
曹
洞
宗
青
年

会（
以
下
、
全
曹
青
）は
、
加
盟
し
て
い
る
全
日
本

仏
教
青
年
会（
以
下
、
全
日
仏
青
）の
方
が
た
と
と

も
に
、
神
戸
青
年
仏
教
徒
会
な
ど
地
元
団
体
が
主

催
さ
れ
た
慰
霊
法
要
に
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

　

午
前
５
時
15
分
、
兵
庫
県
神
戸
市
長
田
区
の
Ｊ

Ｒ
鷹
取
駅
前
に
地
元
宗
教
者
の
方
が
た
、
全
日
仏

青
、
全
曹
青
の
参
加
者
が
集
合
。
二
手
に
分
か
れ
、

と
も
に
同
区
内
に
あ
る「
あ
わ
せ
地
蔵
」
と「
た
か

と
り
教
会
」に
徒
歩
で
向
か
い
ま
し
た
。
全
曹
青
か

ら
は
安
逹
会
長
、
倉
島
副
会
長
、
村
山
顧
問
、
大

久
保
全
日
仏
青
特
別
委
員
会
事
務
局
長
、
丸
子
全

日
仏
青
特
別
委
員
、
宮
入
広
報
委
員
長
の
６
人
が

参
加
。
と
も
に「
あ
わ
せ
地
蔵
」で
の
法
要
に
参
加

い
た
し
ま
し
た
。

　

例
年
と
同
じ
く
、街
頭
に
は
子
ど
も
た
ち
が
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
書
き
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
包
ん
だ
灯
り
が

点
さ
れ
、
ま
だ
夜
の
闇
の
中
に
あ
る
足
元
を
照
ら

し
ま
し
た
。

　

発
災
時
刻
の
５
時
46
分
に
黙
祷
の
後
、
法
螺
貝

の
音
を
合
図
に
法
要
が
始
ま
り
、
参
列
の
方
が
た

は
読
経
の
中
、
あ
わ
せ
地
蔵
の
前
に
進
み
焼
香
を

さ
れ
ま
し
た
。 

続
い
て
宗
教
者
も
順
に
焼
香
を
し
、

犠
牲
者
の
方
が
た
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま

し
た
。
法
要
後
、
参
列
者
に
は
地
元
の
方
が
た
が

作
ら
れ
た
豚
汁
や
善
哉
が
振
る
舞
わ
れ
、
冬
の
早

朝
の
寒
さ
の
中
で
温
か
い
汁
物
を
い
た
だ
い
て
体

を
温
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

全
曹
青
の
6
人
は
、
徒
歩
で「
た
か
と
り
教
会
」

に
移
動
。
あ
わ
せ
地
蔵
と
同
時
刻
に
開
始
さ
れ
た

慰
霊
行
事
は
既
に
終
了
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
法

要
後
も
教
会
を
訪
れ
る
方
が
た
と
と
も
に
、
全
曹

青
か
ら
の
参
加
者
も
教
会
に
設
け
ら
れ
た
祭
壇
で

焼
香
を
し
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。

　

教
会
で
の
祈
り
の
後
、
３
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
場

所
に
あ
る
御
蔵
北
公
園
に
車
で
移
動
。
同
公
園
内

に
あ
る「
鎮
魂
の
碑
」は
、
永
平
寺
前
貫
首
の
宮
崎

奕
保
猊
下
が
揮
毫
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
碑
の

前
で『
大
悲
心
陀
羅
尼
』を
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。

　

20
年
の
節
目
を
迎
え
た
昨
年
は
街
路
や
公
園
の

至
る
所
に
人
が
集
ま
り
、
静
か
に
祈
り
を
捧
げ
た

り
楽
器
の
演
奏
や
歌
で
鎮
魂
の
思
い
を
表
現
す
る

方
が
た
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
今
年
は
そ
れ
に
比
べ

る
と
人
び
と
が
集
う
場
所
は
減
り
ま
し
た
が
、
震

災
を
機
に
関
西
か
ら
離
れ
て
暮
ら
す
方
が
地
元
に

戻
り
旧
知
の
方
と
言
葉
を
交
わ
し
て
い
た
り
、
震

災
後
に
生
ま
れ
た
中
高
生
が
手
を
合
わ
せ
る
姿
も

あ
り
ま
し
た
。
時
は
移
り
、
漢
詩
の「
歳
歳
年
年
人

同
じ
か
ら
ず
」の
言
葉
が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
が
、

当
時
の
記
憶
、
そ
こ
か
ら
私
た
ち
は
何
を
教
訓
と

す
べ
き
か
、
思
い
を
新
た
に
い
た
し
ま
し
た
。

文
／
広
報
委
員
長
・
宮
入
真
道

全日
仏青
News

1／17 阪神淡路大震災慰霊法要レポート
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平
成
28
年
２
月
21
日（
日
）、
京
都
マ
ラ
ソ
ン

２
０
１
６
に
併
設
し
て「InterFaith
駅
伝
２
０
１
６

〜
平
和
を
願
う
祈
り
の
駅
伝
〜
」が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
３
回
目
の
今
年
も
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
は
全

日
本
仏
教
会
を
通
じ
て
参
加
し
、
総
参
加
者
40
人

中
で
各
団
体
最
多
と
な
る
10
人
が
集
い
、
そ
れ
ぞ

れ
担
当
の
約
10
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
走
り
ま
し
た
。

　

InterFaith

駅
伝
と
は
、
仏
教
・
神
道
・
キ
リ
ス

ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
異
な
る
宗
教
者
が
４
人

１
チ
ー
ム
を
作
り
、
競
い
合
う
の
で
は
な
く
宗
教

の
違
い
を
越
え
て「
１
本
の
タ
ス
キ
を
繋
ぐ
」
こ
と

を
目
的
と
し
た
駅
伝
で
あ
り
、
世
界
で
は
ド
イ
ツ

の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
中
心
と
な
り
、
一
つ
の
世
界

を
目
指
す
マ
ラ
ソ
ン
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。
日
本
は
様
ざ
ま
な
宗
教
催
事
が
共
存

し
、
寛
容
な
精
神
で
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
て
い
る

と
評
さ
れ
ま
す
。
そ
の
日
本
が
世
界
に
誇
る
宗
教

都
市
の
京
都
か
ら「
宗
教
の
違
い
を
越
え
た
結
束
と

平
和
へ
の
願
い
」
を
発
信
す
る
こ
と
、
そ
し
て
東
日

本
大
震
災
の
犠
牲
者
の
鎮
魂
と
、
未
だ
避
難
生
活

を
送
る
方
が
た
が
１
日
も
早
く
元
の
生
活
に
戻
ら

れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

前
日
、
14
時
30
分
よ
り
ホ
テ
ル
本
能
寺
西
館
で

説
明
会
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
本
能
寺
本
堂
で
法
要

「
祈
り
の
時
間
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
昨
年
導
師
を

お
務
め
く
だ
さ
り
、
今
大
会
も
心
待
ち
に
さ
れ
て

い
た
菅
原
日
桑
本
能
寺
貫
首
が
大
会
直
前
に
御
遷

化
さ
れ
た
た
め
、
全
員
で
黙
祷
を
捧
げ
て
法
要
は

始
ま
り
ま
し
た
。『
妙
法
蓮
華
経
』
の
読
経
が
響
き

渡
る
中
、
参
加
者
は
本
堂
中
央
に
進
み
焼
香
し
て

大
会
の
成
功
を
祈
り
ま
し
た
。
ま
た
、
着
物
姿
で

登
場
さ
れ
た
門
川
大
作
京
都
市
長
は「
歴
史・宗
教・

文
化
の
都
市
京
都
か
ら
平
和
へ
の
願
い
を
発
信
す

る
機
会
」
と
本
大
会
へ
の
思
い
を
語
ら
れ
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
グ
のInterFaith

本
部
代
表
の
イ
ン
ゴ
・
ハ

ン
ケ
氏
か
ら
寄
せ
ら
れ
た「（
宗
教
は
）
偏
見
と
狭

量
に
よ
っ
て
荒
れ
て
し
ま
っ
た
海
へ
の
架
け
橋
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
、
人
び
と
を
満
た
さ

れ
た
人
生
へ
導
く
為
の
道
で
あ
る
」と
の
言
葉
が
代

読
さ
れ
ま
し
た
。

　

前
日
の
強
い
雨
か
ら
一
夜
明
け
、
好
天
に
恵
ま

れ
た
当
日
。
全
体
で
１
万
６
千
人
の
定
員
に
６
万

人
超
が
申
し
込
む
人
気
の
京
都
マ
ラ
ソ
ン
。
そ
の

同
じ
コ
ー
ス
を
紫
色
の
ビ
ブ
ス
に
黄
色
の
タ
ス
キ

を
巻
い
た
駅
伝
参
加
者
が
一
緒
に
走
り
ま
し
た
。

改
良
衣
や
大
衣
、
白
装
束
な
ど
、
一
目
で
宗
教
者

と
わ
か
る
服
装
で
挑
む
参
加
者
が
多
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
タ
ス
キ
の
受
け
渡
し
の
際
に
肩
を
抱
き

合
う
姿
に
は
沿
道
か
ら
も「
祈
り
の
駅
伝
頑
張
れ
」

「
お
坊
さ
ん
頑
張
れ
」
と
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

中
継
所
で
待
機
す
る
参
加
者
も
、
自
分
の
出
番
が

来
る
直
前
ま
で
一
般
ラ
ン
ナ
ー
達
と
タ
ッ
チ
し
、

大
き
な
声
で
声
援
を
送
り
続
け
て
い
ま
し
た
。

　

大
会
終
了
後
の
表
彰
式
・
夕
食
会
で
は
お
互
い

の
走
り
を
讃
え
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教

の
話
を
す
る
な
ど
前
夜
の
緊
張
か
ら
す
っ
か
り
笑

顔
に
変
わ
り
親
睦
を
深
め
て
い
ま
し
た
。

　

世
界
が
混
迷
の
一
途
を
辿
る
中
で
宗
教
は
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
か
。
違
い
を
作
り

出
す
の
か
、
共
通
項
を
見
つ
け
出
す
の
か
。
タ
ス

キ
を
つ
な
ぐ
と
い
う
一
般
の
方
に
伝
わ
り
や
す
い

手
法
で
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
の
駅
伝

が
さ
ら
に
広
く
認
知
さ
れ
、
よ
り
多
く
の
宗
教
者

に
参
加
の
機
会
が
与
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
願
い
ま

す
。

文
／
広
報
委
員
・
織
田
秀
道

In
te

rfa
ith

 

駅
伝
レ
ポ
ー
ト

台
湾
地
震
被
災
地
支
援
活
動

　

２
０
１
６
年
２
月
６
日
、
台
湾
南
部
を
震

源
と
す
る
マ
グ
ニ
テ
ュ
ー
ド
６
．４
の
地
震
が

発
生
し
、
多
く
の
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

去
る
３
月
３
日
に
は
、
浄
土
宗
大
本
山
増
上

寺
様
境
内
で
、
全
日
本
仏
教
青
年
会
・
大
学

生
と
と
も
に
募
金
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
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こ
の
度
、
曹
洞
宗
国
際
セ
ン
タ
ー
と
北
ア
メ
リ
カ

国
際
布
教
総
監
部
、
宗
務
庁
教
化
部
が
協
力
し「
北

米
参
禅
ツ
ア
ー
」が
開
催
さ
れ
、
全
国
曹
洞
宗
青
年

会（
以
下
、
全
曹
青
）の
代
表
と
し
て
参
加
し
、
海

外
で
の
宗
門
の
歴
史
や
布
教
活
動
の
現
状
を
勉
強

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
ツ
ア
ー
は
平
成
28

年
１
月
25
日
か
ら
30
日
の
日
程
で
開
催
さ
れ
、
僧

侶
、
寺
族
併
せ
て
19
人
で
寺
院
や
禅
セ
ン
タ
ー
、
日

系
人
共
同
墓
地
や
ア
ッ
プ
ル
本
社
に
伺
い
ま
し
た
。

　

移
動
す
る
車
中
で
、
国
際
セ
ン
タ
ー
主
事
で
あ
る

南
原
一
貴
師
に
日
系
人
の
歴
史
に
つ
い
て
説
明
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
異
国
に
渡
っ
た
日
本
人
が
幾
多
の

困
難
を
乗
り
越
え
な
が
ら
懸
命
に
生
き
て
こ
ら
れ
、

特
に
第
二
次
世
界
大
戦
中
は
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に

住
む
日
系
人
の
全
て
が
強
制
収
容
所
に
隔
離
さ
れ

た
こ
と
。
戦
後
、
日
系
寺
院
は
収
容
所
か
ら
出
た

人
々
が
、
仕
事
や
住
む
と
こ
ろ
が
見
つ
か
る
ま
で
の

ボ
ー
デ
ィ
ン
グ
ハ
ウ
ス（
長
期
滞
在
用
宿
泊
場
）と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
。
三
世
・
四
世

と
世
代
が
変
わ
る
に
つ
れ
、
当
時
を
知
る
人
も
少
な

く
な
っ
た
こ
と
な
ど
。
時
代
の
流
れ
に
お
い
て
曹
洞

宗
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き

た
の
か
を
知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

戦
後
の
海
外
に
お
い
て
の「
禅
」に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
る
部
分
が
多
い
で
す
が
、
戦
前
に
ア
メ
リ
カ

に
渡
ら
れ
た
多
く
の
日
本
人
、
生
活
さ
れ
る
日
系
ア

メ
リ
カ
人
に
つ
い
て
の
歴
史
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
、
改
め
て
感
じ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、iPhone

やiM
ac

で
有
名
な
ア
ッ
プ
ル
本

社
へ
行
き
ま
し
た
。「
禅
」の
教
え
に
傾
倒
し
て
い
た

ア
ッ
プ
ル
社
共
同
設
立
者
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ

ズ
氏
は
、
曹
洞
宗
僧
侶
の
知
野
弘
文
師
に
参
禅
し
、

知
野
師
が
式
師
と
な
り
仏
前
で
結
婚
式
を
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
に
も
驚
き
ま
し
た
。
本
社
に
は「
も
し

何
か
を
や
っ
て
上
手
く
い
っ
た
ら
、
な
に
か
別
の
素

晴
ら
し
い
こ
と
を
や
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
過
去
の
成

功
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
ジ
ョ

ブ
ズ
氏
の
言
葉
が
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
探
究
心
の

中
に
求
道
心
を
見
つ
め
る
姿
勢
が
、
多
く
の
人
々
を

引
き
つ
け
る
魅
力
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
海
外
で
は
生
活
や
仕
事
に「
禅
」の
思
想
を
取

り
入
れ
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
生
活
モ
デ
ル
と
な
っ
て

い
る
と
感
じ
ら
れ
、
異
国
だ
か
ら
珍
し
く
思
う
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
自
身
の
生
活
は
ど
う
か
と
自

問
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
一
泊
参
禅
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ソ
ノ
マ
マ
ウ
ン
テ

ン
禅
セ
ン
タ
ー
現
成
寺
は
、
ワ
イ
ン
生
産
地
と
し
て

名
高
い
ソ
ノ
マ
郡
の
山
奥
に
位
置
し
、
祇
園
精
舎
を

彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
森
の
中
に
伽
藍
が
立
ち
並
ぶ

静
か
な
境
内
で
す
。
世
界
各
地
か
ら
多
く
の
方
が

数
ヶ
月
単
位
で
参
禅
に
来
ら
れ
て
お
り
、
鈴
木
俊

隆
老
師
の
著
書
に
感
銘
を
受
け
て
ロ
ン
ド
ン
か
ら
来

た
と
い
う
女
性
は
、
こ
の
場
所
を
心
静
ま
る
安
ら
ぎ

の
境
地
だ
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
チ
ェ
コ
ス
ロ

バ
キ
ア
に
生
ま
れ
、
様
々
な
理
由
で
国
を
転
々
と
し

た
彼
女
に
と
っ
て
、
現
成
寺
は
ま
さ
に
寂
静
の
地
な

の
だ
と
感
慨
深
く
話
に
聞
き
入
り
ま
し
た
。
他
国

の
仏
教
徒
と
の
交
流
は
新
鮮
で
あ
り
、
刺
激
的
な

体
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

北
米
各
地
の
寺
院
や
禅
セ
ン
タ
ー
を
拝
登
す
る

な
か
で
、
地
域
や
社
会
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
あ
り
方

は
、
人
々
が
寄
り
添
う
場
と
い
う
雰
囲
気
を
強
く

感
じ
ま
し
た
。
国
内
の
寺
院
に
は
ど
う
し
て
も
法

事
や
葬
儀
な
ど
死
者
を
弔
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

先
行
し
て
い
る
現
状
が
あ
り
ま
す
が
、
海
外
の
禅
堂

で
は
生
活
や
仕
事
に「ZEN

」
を
活
か
そ
う
と
す
る

僧
侶
や
信
徒
の
方
が
た
の
努
力
が
、
特
別
な
空
間

を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

全
曹
青
で
は
今
期
よ
り
国
際
委
員
会
を
常
設

と
し
、
海
外
仏
教
徒
や
他
宗
教
と
の
交
流
を
促
進

し
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
世
界
仏
教
徒
青
年
連
盟

（W
FBY

）日
本
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
全
日
本
仏
教
青

年
会（JY

BA

）に
お
い
て
、
全
曹
青
は
国
際
委
員

会
を
担
当
し
、
日
本
の
伝
統
仏
教
青
年
会
に
お
け

る
国
際
活
動
の
代
表
を
担
っ
て
い
ま
す
。
２
０
１
８

年
に
は
曹
洞
宗
が
加
盟
す
る
全
日
本
仏
教
会
60
周

年
記
念
事
業
と
し
て
、
世
界
仏
教
徒
連
盟（W

FB

）

世
界
仏
教
徒
青
年
連
盟
世
界
大
会
が
日
本
で
開
催

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
２
０
２
０
年
に
は
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
益
々
国
際
間
交
流
が

活
発
と
な
る
時
代
に
、
他
国
の
宗
教
者
や
仏
教
徒
、

そ
し
て
文
化
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
青
年
僧
侶

と
し
て
の
自
身
を
見
つ
め
る
機
会
を
作
り
、
や
が
て

そ
の
経
験
が
共
に
生
き
る
心
豊
か
な
社
会
の
形
成
、

ま
た
各
々
の
布
教
活
動
に
繋
が
る
よ
う
幅
広
く
活

動
し
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
多
く
の
青
年
宗
侶
の
方

が
た
に
拝
登
い
た
だ
き
、
こ
の
佇
ま
い
を
感
じ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
世
話
に
な
り
ま
し
た

曹
洞
宗
国
際
セ
ン
タ
ー
、
北
ア
メ
リ
カ
国
際
布
教
総

監
部
の
皆
さ
ま
に
、
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

文
／
全
曹
青
会
長
・
安
逹
瑞
樹

北
米
参
禅
ツ
ア
ー

レ
ポ
ー
ト
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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 。

112	 常安寺	 様
196	 香伝寺	 様
228	 雲泉寺	 様
285	 大伝寺	 様
814	 地蔵院	 様
	
◆福島県	 	
75	 細谷寺	 様
94	 松蔵寺	 様
101	 成林寺	 様
110	 龍徳寺	 様
118	 小原寺	 様
121	 長泉寺	 様
143	 西光寺	 様
226	 常隆寺	 様
263	 慶徳寺	 様
267	 東禅寺	 様
274	 龍門寺	 様
275	 性源寺	 様
278	 浄円寺	 様

363	 西勝寺	 様
370	 秀長寺	 様
461	 正法寺	 様

◆宮城県	 	
7	 保寿寺	 様
59	 清水寺	 様
113	 繁昌院	 様
212	 祥雲寺	 様
282	 耕徳院	 様
284	 西雲寺	 様
303	 長谷寺	 様
314	 満福寺	 様
461	 洞松院	 様

◆岩手県	
11	 天昌寺	 様
17	 清水寺	 様
81	 円城寺	 様
120	 菅生院	 様

123	 寶城寺	 様
288	 長福寺	 様

◆青森県	 	
98	 東光寺	 様
100	 澄月寺	 様
183	 大乗寺	 様
189	 乘照寺	 様

◆山形県第１	 	
214	 長泉寺	 様
238	 西来院	 様
	
◆山形県第 2	
316	 金鐘寺	 様

◆山形県第３	 	
466	 禅龍寺	 様
468	 宗傳寺	 様
623	 歓喜寺	 様

641	 宝泉寺	 様
671	 海禅寺	 様
687	 寶泉寺	 様
722	 永蓮寺	 様
735	 冷泉寺	 様
740	 長應寺	 様
	
◆秋田県	
79	 東林寺	 様
85	 寶圓寺	 様
203	 瑞雲寺	 様
243	 寶蔵寺	 様
252	 長泉寺	 様
258	 鳳来院	 様
279	 宝昌寺	 様
306	 洞雲寺	 様
321	 鏡得寺	 様
323	 恩徳寺	 様

◆北海道第１	 	
69	 大林寺	 様
85	 中央寺	 様
90	 含笑寺	 様
484	 禅福寺	 様
486	 薬王寺	 様
488	 清泉寺	 様
504	 達磨寺	 様
510	 禅燈寺	 様

◆北海道第２	
102	 興禅寺	 様
165	 玉運寺	 様
172	 大雄寺	 様
358	 禅照寺	 様
455	 玉法寺	 様

◆北海道第 3	
146	 晃徳寺	 様
460	 道貫寺	 様

東京都	 青松寺	 様
東京都	 清厳寺	 様
東京都	 龍澤寺	 様
東京都	 観栖寺	 様
神奈川県	宝泉寺	 様
神奈川県	長昌寺	 様
神奈川県	宗泉寺	 様
埼玉県	 陽雲寺	 様
埼玉県	 廣徳院	 様
群馬県	 永福寺	 様
群馬県	 福厳寺	 様
茨城県	 桂昌寺	 様
茨城県	 龍泉院	 様
茨城県	 龍心寺	 様
千葉県	 満蔵寺	 様
千葉県	 昌福寺	 様
千葉県	 慶林寺	 様
千葉県	 大洞院	 様
山梨県	 法久寺	 様
山梨県	 宗禅寺	 様
山梨県	 広教寺	 様
静岡県	 耕月寺	 様
静岡県	 心岳寺	 様
静岡県	 正泉寺	 様
静岡県	 曹洞院	 様
静岡県	 高林寺	 様
静岡県	 礼雲寺	 様
愛知県	 日光寺	 様

愛知県	 宝鏡寺	 様
愛知県	 成福寺	 様
愛知県	 江福院	 様
愛知県	 増福寺	 様
岐阜県	 全昌寺	 様
岐阜県	 洞泉寺	 様
岐阜県	 悟春院	 様
三重県	 四天王寺	様
三重県	 庭岩寺	 様
三重県	 宝泉院	 様
三重県	 禅龍寺	 様
滋賀県	 覚伝寺	 様
京都府	 善光寺	 様
京都府	 細野法衣店		様
大阪府	 実相院	 様
大阪府	 法蔵寺	 様
大阪府	 拾翠寺	 様
兵庫県	 鷲住寺	 様
兵庫県	 向榮寺	 様
岡山県	 円通寺	 様
岡山県	 吉祥院	 様
広島県	 吉祥寺	 様
広島県	 潮音寺	 様
広島県	 雲龍寺	 様
山口県	 山口県曹洞宗青年会	様
島根県	 完全寺	 様
島根県	 光園寺	 様
島根県	 本願寺	 様

島根県	 洞光寺	 様
高知県	 永源寺	 様
愛媛県	 本光寺	 様
愛媛県	 興雲寺	 様
佐賀県	 普恩寺	 様
熊本県	 国照寺	 様
熊本県	 地蔵院	 様
熊本県	 浄国寺（高平幼稚園）	様
熊本県	 熊本県第1宗務所	 様
長野県	 陽泰寺	 様
長野県	 泉龍院	 様
長野県	 広徳寺	 様
長野県	 広正寺	 様
長野県	 検校庵	 様
長野県	 蕃松院	 様
石川県	 定光院	 様
新潟県	 地蔵院	 様
新潟県	 雲泉寺	 様
新潟県	 林照寺	 様
新潟県	 曹源寺	 様
新潟県	 安穏寺	 様
福島県	 東禅寺	 様
福島県	 西光寺	 様
福島県	 勝音寺	 様
福島県	 長泉寺	 様
福島県	 正法寺	 様
福島県	 細谷寺	 様
福島県	 性源寺	 様

宮城県	 満福寺	 様
宮城県	 洞松院	 様
宮城県	 繁昌院	 様
岩手県	 管生院	 様
岩手県	 清水寺	 様
青森県	 大乗寺	 様
青森県	 澄月寺	 様
青森県	 乘照寺	 様
山形県	 宗傳寺	 様
山形県	 長應寺	 様
山形県	 永蓮寺	 様
山形県	 冷泉寺	 様
山形県	 朝日町商工会女性部	様
秋田県	 天正寺	 様
秋田県	 東林寺	 様
秋田県	 宝蔵寺	 様
秋田県	 長泉寺	 様
秋田県	 鳳来院	 様
北海道	 中央寺	 様
北海道	 達磨寺	 様
北海道	 道貫寺	 様
北海道	 禅照寺	 様
北海道	 晃徳寺	 様
北海道	 薬王寺	 様
北海道	 北海道第1宗務所
	 第1教区道心会			様
北海道	 北海道第2宗務所
	 第5教区一心会			様

ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 感 謝 録
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◆東京都
17	 龍沢寺	 様
25	 慈眼院	 様
81	 長光寺	 様
90	 梅岩寺	 様
177	 清巌寺	 様
239	 宗保院	 様
256	 妙全院	 様
294	 観栖寺	 様
311	 妙光院	 様
333	 雲慶院	 様
372	 常昌院	 様
374	 善福寺	 様

◆神奈川県
	 中野東禅	様

◆神奈川県第 2
18	 宝泉寺	 様
56	 宗泉寺	 様
62	 長昌寺	 様
77	 龍寶寺	 様
110	 興全寺	 様
184	 龍鳳寺	 様
383	 観音寺	 様

◆埼玉県第 1	 	
97	 福厳寺	 様
190	 廣徳院	 様
392	 報恩寺	 様
434	 安養院	 様
436	 陽雲寺	 様	

◆埼玉県第 2	 	
240	 妙善院	 様
254	 見光寺	 様
256	 豊泉寺	 様
331	 曹源寺	 様
334	 安楽寺	 様
569	 長青寺	 様	

◆群馬県	 	
99	 龍傳寺	 様
194	 善宗寺	 様
233	 明言寺	 様
297	 福厳寺	 様
311	 泉通寺	 様

◆栃木県	 	
175	 本光寺	 様

◆茨城県	
2	 天徳寺	 様
107	 桂昌寺	 様
182	 龍心寺	 様

◆千葉県	 	
7	 満蔵寺	 様
29	 慶林寺	 様
30	 興陽寺	 様
45	 大洞院	 様
60	 東伝院	 様
70	 昌福寺	 様
95	 寶應寺	 様
243	 最勝福寺	様

◆山梨県	 	
57	 宗禅寺	 様
162	 法久寺	 様
212	 慈観寺	 様
269	 西方寺	 様
281	 長生寺	 様
286	 広教寺	 様

◆静岡県第 1	
5	 浄元寺	 様
34	 洞慶院	 様
391	 十輪寺	 様
461	 心岳寺	 様
464	 正泉寺	 様

◆静岡県第２	 	
228	 耕月寺	 様
229	 法華寺	 様
240	 醫王寺	 様
321	 円応寺	 様
346	 東大寺	 様
362	 福泉寺	 様
	
◆静岡県第３
1208	法雲寺	 様

◆静岡県第 4	 	
1065	高林寺	 様
1177	礼雲寺	 様

◆愛知県第１	
43	 広徳寺	 様
70	 慈済寺	 様
101	 成福寺	 様
139	 祇園寺	 様
182	 觀昌寺	 様
208	 日光寺	 様
293	 康勝寺	 様
313	 長松寺	 様
342	 常楽寺	 様
354	 広済寺	 様
607	 林宗寺	 様
635	 永澤寺	 様
644	 増福寺	 様
656	 増光寺	 様
1092	地蔵寺	 様
1191	智光院	 様

1229	玉林寺	 様

◆愛知県第２	 	
684	 花井寺	 様
712	 金像寺	 様
723	 西漸寺	 様
819	 江福院	 様
1018	正養寺	 様

◆愛知県第 3
411	 福田寺	 様
584	 康全寺	 様
1106	宝鏡寺	 様

◆岐阜県	
5	 悟春院	 様
28	 観音寺	 様

◆三重県第 1
7	 海蔵寺	 様
19	 泰應寺	 様
21	 清泉寺	 様
24	 一心院	 様
37	 四天王寺	様
39	 庭岩寺	 様
61	 観音寺	 様
83	 凉泉寺	 様
133	 宜勝院	 様
166	 陽光寺	 様
246	 宝泉院	 様
273	 禅龍寺	 様
276	 地蔵院	 様

◆滋賀
113	 徳円寺	 様
165	 覚伝寺	 様

◆京都府	
236	 善光寺	 様
340	 宝泉寺	 様
389	 萬福寺	 様

◆大阪府	 	
26	 天徳寺	 様
49	 崇徳寺	 様
69	 永興寺	 様
104	 捨翠寺	 様
107	 実相院	 様
109	 法蔵寺	 様

◆和歌山県	
21	 法輪寺	 様
	
◆兵庫県第１	
287	 向榮寺	 様
302	 月照寺	 様
375	 金剛寺	 様

◆兵庫県第２	 	
121	 徳壽寺	 様
141	 松隣寺	 様
154	 鷲住寺	 様
173	 瑞雲寺	 様

◆岡山県	 	
1	 円通寺	 様
3	 長川寺	 様
146	 養源寺	 様

◆広島県	 	
34	 吉祥寺	 様
46	 双照院	 様
79	 西林寺	 様
93	 賢忠寺	 様
102	 潮音寺	 様
150	 無量寺	 様
164	 妙楽寺	 様
167	 正安寺	 様
175	 雲龍寺	 様

◆山口県	 	
4	 宝蔵寺	 様
25	 弘済寺	 様
190	 享徳寺	 様
	
◆鳥取県	 	
54	 東昌寺	 様
134	 精明寺	 様
143	 瑞応寺	 様
146	 妙楽寺	 様
195	 普音寺	 様

◆島根県第１	 	
345	 光園寺	 様
	 石見曹洞宗青年会	様

◆島根県第２	 	
58	 洞光寺	 様
70	 完全寺	 様
141	 本願寺	 様
195	 總光寺	 様

◆高知県	 	
5	 永源寺	 様

◆愛媛県	 	
146	 興雲寺	 様

◆福岡県
158	 報恩寺	 様
	
◆長崎県第１	 	
8	 円福寺	 様
19	 晴雲寺	 様
51	 祥雲寺	 様

69	 西蓮寺	 様
78	 宝泉寺	 様

◆佐賀県
213	 瑞光寺	 様
194	 普恩寺	 様

◆熊本県第 1	 	
60	 含蔵寺護持会	様

◆熊本県第 2	 	
78	 地蔵院	 様
79	 向陽寺	 様
122	 國照寺	 様

◆長野県第 1	
121	 浄光庵	 様
123	 真蔵寺	 様
178	 林秀庵	 様
243	 広徳寺	 様
266	 泉龍院	 様
328	 泉洞寺	 様
329	 全宗寺	 様

◆長野県第２	 	
395	 長泉寺	 様
400	 長久寺	 様
419	 宗徳寺	 様
430	 長谷寺	 様
595	 検校庵	 様
603	 長性院	 様

◆福井県	 	
47	 瑞祥寺	 様
164	 諦應寺	 様
283	 城腰寺	 様
	
◆石川県	
132	 定光院	 様

◆富山県	
114	 光臺寺	 様

◆新潟県第１	
393	 曹源寺	 様
445	 永林寺	 様
496	 長楽寺	 様

◆新潟県第３	
518	 廣徳寺	 様
525	 大光寺	 様
	
◆新潟県第４	
19	 林照寺	 様
38	 興泉寺	 様
44	 百観音院	様
89	 安穏寺	 様

平成27年12月19日〜平成28年3月31日取扱い分

賛 助 費 浄 納 御 芳 名 簿
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今
期
、
教
化
法
式
委
員
長
と
し
て

一
期
の
折
り
返
し
ま
で
歩
ん
で
ま
い

り
ま
し
た
。
第
21
期
テ
ー
マ『
笑
顔

の
君
と　

お
な
じ
空
を
見
上
げ
て
』

を
基
に
、
教
化
法
式
委
員
会
で
は『
味

来
食
堂
〜
僧
食
を
学
ぼ
う
〜
』
を
軸

に
、
青
年
宗
侶
と
一
般
社
会
の
人
々

と
が
繋
が
り
を
持
て
る
事
業
を
展
開

し
て
お
り
ま
す
。
現
代
社
会
か
ら

我
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
、
心
を
研
ぎ
澄
ま
せ
し
っ
か
り

と
向
き
合
っ
て
い
く
。
様
々
な
現
代

の
悩
み
苦
し
み
に
、
宗
侶
と
し
て
取

り
組
め
る
こ
と
は
多
様
に
あ
り
ま

す
。
そ
の
一
端
と
な
る
べ
く
広
く
事

業
を
展
開
し
て
い
く
教
化
法
式
委
員

会
の
布
教
教
化
の
意
義
は
非
常
に
深

い
も
の
が
あ
る
と
、
こ
の
1
年
を
通

し
て
実
感
い
た
し
ま
し
た
。
更
に
は

青
年
宗
侶
と
し
て
、
ま
ず
自
己
の
研

鑽
に
励
む
為
に
教
化
法
式
委
員
会
と

し
て
そ
の
一
助
を
担
う
べ
く
、
全
曹

青
だ
か
ら
こ
そ
取
り
組
め
る
法
式
作

法
の
研
究
、
情
報
発
信
に
今
後
も
勤

め
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
研

鑽
が
大
好
き
な
仲
間
達
と
共
に
、
お

な
じ
空
を
見
上
げ
て
今
期
残
り
の
任

を
全
う
す
る
所
存
で
す
。

新
潟
県
曹
洞
宗
青
年
会
よ
り
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
近
藤

真
弘
で
す
。
全
曹
青
で
は
河
口
委
員

長
の
も
と
、
先
輩
方
が
培
っ
た
伝
統

を
遵
守
し
な
が
ら
時
代
の
変
化
に
合

わ
せ
、
全
曹
青
の
求
め
る
ニ
ー
ズ
に

対
応
し
、
様
ざ
ま
な
こ
と
を
発
信
し

て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

今
期
ご
縁
を
い
た
だ
き
、
初
め
て

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お

陰
様
で
貴
重
な
経
験
を
得
て
お
り
ま

す
。
こ
の
学
び
を
送
り
出
し
て
い
た

だ
い
た
山
形
曹
洞
宗
青
年
会
に
還
元

し
て
い
け
る
よ
う
に
精
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

福
島
県
相
馬
よ
り
参
加
し
て
お
り

ま
す
斎
藤
紹
俊
と
申
し
ま
す
。
第
21

期
よ
り
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
と
い
う

ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
色
々
な

法
要
や
企
画
に
参
加
す
る
中
で
青
年

宗
侶
と
し
て
何
が
出
来
る
の
か
、
教

化
法
式
委
員
と
し
て
精
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。

今
期
か
ら
山
梨
曹
青
よ
り
教
化
法

式
委
員
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
法
要
や
精
進
料
理
教

室
な
ど
一
つ
一
つ
を
大
切
に
学
び
な

が
ら
精
一
杯
精
進
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

私
の
所
属
す
る
東
三
河
曹
洞
宗
青

年
会
か
ら
は
、
２
人
参
加
が
決
ま
っ

て
い
て
、
今
期
は
お
役
御
免
か
と
思

っ
て
い
ま
し
た
が
…
ま
た
縁
あ
っ
て
、

前
期
に
引
き
続
き
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
参
加
す
る
以
上

は
、
教
化
法
式
委
員
会
と
し
て
何
か

形
に
な
る
も
の
を
残
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

19
期
で
は
僧
堂
研
修
、
仏
前
結
婚

式
作
法
な
ど
、
実
り
あ
る
行
事
や
Ｄ

Ｖ
Ｄ
に
携
わ
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

今
期
も『
味
来
食
堂
』や
新
た
な
取
り

組
み
を
通
じ
て
、
す
べ
て
の
青
年
宗

侶
が
等
し
く
共
有
で
き
る
よ
う
な
作

品
の
作
成
に
全
力
で
取
り
組
ま
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

教
化
法
式
委
員
会
紹
介

河口智賢
委員長

近藤真弘
副委員長

金森成裕
副委員長

福田智徳
委員

山崎元道
委員

渡邊亮弘
委員

斎藤紹俊
委員
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私
は
、
仏
教
学
の
修
士
課
程
に
籍
を
置
い
て
い

た
頃
、
仏
教
と
心
理
臨
床
の
関
係
に
つ
い
て
研
究

を
し
て
い
た
。
そ
の
頃
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
う

も
の
が
、
教
会
の
懺
悔
室
で
精
神
的
煩
悶
を
告
白

す
る
キ
リ
ス
ト
教
文
化
か
ら
生
じ
て
き
た
と
知
り
、

比
較
対
象
と
し
て
、
現
代
の
仏
教
に
も
宗
教
者
と

一
対
一
で
対
峙
す
る
類
似
構
造
の
も
の
は
な
い
か

と
探
し
て
い
た
。
そ
こ
で
目
を
付
け
た
の
が
、
矯

正
施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
宗
教
教
誨（
個
人
教
誨
）

と
、
そ
れ
を
行
う
教
誨
師
の
存
在
で
あ
っ
た
。

　

教
誨
師
は
明
治
５
年
、「
囚
人
に
過
ち
を
悔
い
改

め
さ
せ
、徳
性
を
養
う
道
に
導
く
こ
と
」を
目
的
に
、

真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
仰ご
う
み
ょ
う
じ
た
い
が
く

明
寺
対
岳
が
明
治
政
府
の

教
部
省
へ
働
き
か
け
、
囚
徒
教
誨
を
小
さ
い
規
模

な
が
ら
開
始
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
そ
の
後
、

各
宗
教
・
宗
派
の
宗
教
者
が
教
誨
師
と
し
て
活
動

し
、
戦
後
そ
の
目
的
を「
矯
正
施
設
に
お
け
る
被
収

容
者
の
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
」と
変
え
た

が
、
現
在
に
到
る
ま
で
１
４
０
年
以
上
も
続
い
て

い
る
歴
史
を
顧
み
れ
ば
、
社
会
に
と
っ
て
必
要
な

機
能
を
果
た
し
て
き
た
と
考
え
て
良
い
。

　

で
は
教
誨
師
は
、
被
収
容
者
に
対
し
て
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
関
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
？ 

そ
も
そ
も
宗
教
教
誨
の「
教
」と「
誨
」

の
字
は
、
ど
ち
ら
も「
教
え
る
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
と
な
れ
ば
、
宗
教
的
な
生
き
方
を
教
え
、
導

く
と
い
う
教
育
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
我が
と
う藤

諭さ
と
し「

教
誨
師
活
動
と
受
刑
者
の
社
会

復
帰
支
援
の
可
能
性
」に
よ
れ
ば
、
個
人
教
誨
で
の

教
誨
師
へ
の
相
談
内
容
は
、「
供
養
や
祈
り
と
い
っ

た
宗
教
そ
の
も
の
に
関
す
る
も
の
」と
い
う
被
収
容

者
の
宗
教
性
を
問
う
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、「
社

会
復
帰
に
関
す
る
も
の
」
と
い
っ
た
今
後
の
身
の

振
り
方
に
関
し
て
も
吐
露
さ
れ
る
と
い
う
。
後
者

に
関
し
て
は
、
施
設
の
刑
務
官
や
法
務
教
官
、
法

務
技
官（
心
理
）な
ど
の
専
門
職
が
主
に
携
わ
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
被
収
容
者
の
不
安
を
抱

え
た
胸
の
内
に
宗
教
者
と
し
て
寄
り
添
い
な
が
ら
、

一
方
で
犯
罪
被
害
者
の
心
情
を
伝
え
、
考
え
さ
せ

る
こ
と
を
通
じ
、
自
己
の
罪
に
向
き
合
わ
せ
反
省

さ
せ
る
と
い
う
社
会
的
な
要
請
に
対
し
、
教
育
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

片
や
、
そ
う
し
た
宗
教
教
誨
と
一
見
似
た
よ
う

な
や
り
取
り
を
行
う
心
理
臨
床
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
？

　

心
理
臨
床
と
一
口
で
言
っ
て
も
、
精
神
分
析
、

来
談
者
中
心
療
法
、
行
動
療
法
な
ど
様
々
な
学
派

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
理
論
的
背
景
は
異
な
る
。
た

だ
方
向
性
と
し
て
は
、
教
育
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の

よ
う
に
、
支
援
者
側
が〝
罪
を
反
省
さ
せ
る
〟
と
い

う
明
確
な
ゴ
ー
ル
を
思
い
描
き
そ
こ
に
導
い
て
い

く
の
で
は
な
く
、
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
が
自
分

の
力
で
変
化
し
て
い
く
の
を
支
え
て
い
く
と
い
う

点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
こ
こ
に
大
き
な
違
い
が

あ
る
。
例
え
る
な
ら
ば
、
明
確
な
目
的
に
向
か
っ

て
上
か
ら
引
っ
張
り
上
げ
る
の
が
教
育
で
、
下
か

ら
支
え
て
不
適
応
状
態
か
ら
の
何
か
し
ら
の
変
化

を
誘
う
の
が
心
理
臨
床
と
い
え
ば
分
か
り
易
い
だ

ろ
う
か
。

　

教
誨
師
が
仏
教
僧
で
あ
る
場
合
、『
摩
訶
般
若
波

羅
蜜
経
』の
注
釈
書
で
あ
る『
大
智
度
論
』
に「
大

慈
与
一
切
衆
生
楽
、
大
悲
抜
一
切
衆
生
苦
」
と
あ
る

よ
う
に
、
被
収
容
者
に
対
し
て
も
抜
苦
与
楽
と
い

う
仏
教
の
基
本
ス
タ
ン
ス
に
身
を
置
く
。
こ
の
時
、

慈
悲
の〝
悲
〟
の
実
践
で
あ
る
抜
苦
に
関
し
て
は
、

現
実
問
題
と
し
て
心
理
臨
床
的
な
支
え
が
有
効
で

あ
ろ
う
し
、
慈
悲
の〝
慈
〟の
実
践
で
あ
る
与
楽
に

関
し
て
は
、
仏
の
教
え
を
学
ん
で
も
ら
う
こ
と
で

支
え
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
実
際
の
教
誨
師

の
活
動
に
お
い
て
、
教
育
と
心
理
臨
床
の
ス
タ
ン

ス
の
違
い
は
、
決
し
て
矛
盾
す
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
べ
き
も
の

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
な
に
も
教
誨
師
に
限
っ
た
話
で
は
な

い
。
普
段
の
我
々
の
檀
信
徒
に
対
す
る
立
ち
居
振

る
舞
い
、
ま
た
家
族
や
友
人
と
い
う
身
近
な
人
々

と
の
関
わ
り
で
あ
っ
て
も
、
活
用
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
提
と
し
て
基
本
的
な

信
頼
関
係
の
構
築
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
を
一
度
自
分
の
頭
で

整
理
し
て
お
く
と
、
僧
侶
と
し
て
の
相
談
支
援
活

動
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

罪
と
向
き
合
う

２
つ
の
視
点

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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　曹洞宗兵庫県第二宗務所（以下、兵二曹青）はお陰様
をもちまして今年、創立20周年の節目を迎えます。
　この佳き年にあたり、全国曹洞宗青年会禅文化学林を
併修し、下記の如く記念行事を開催いたします。兵二曹
青設立には阪神淡路大震災が大きな契機となりました。
これまでの歩みを振り返るとともに、未来に向けて共に
考え、学ぶ機会にしたいと考えます。
　記念講演では、劇団わらび座による藤本幸邦老師と戦
争孤児たちとの、たくましく生きる人々の物語を上演い
たします。戦後の混乱と貧しさのなかで支え合い、分か
ち合う暮らしから学ぶ意義は深く、布教活動の一環とし

て広く一般の方がたにも観劇いただきたく企画いたしま
した。
　私たち青年僧侶は戦争の体験はありません。しかし、
困難に立ち向かう人々に寄り添い、共に前へ進む機会は
日常です。藤本老師のお姿が語り継がれるように、私た
ちの活動も人々の心を動かすものでなくてはなりませ
ん。私たち青年僧侶が支援活動や日常の活動において
の課題を見つめ直し、会員の皆さまと共に考えます。
多くのご参加をお待ちしております。合掌　

兵庫県第二宗務所青年会　会長　河合正志
実行委員長　岡田敬章

　平成28年4月14日から熊本、大分地方を震源とする大
きな地震は甚大な被害をもたらしました。
　この地震により亡くなられた方がたのご冥福をお祈り
いたしますとともに、被害に遭われた方がたに心よりお
見舞い申し上げます。
　未だ余震が続く中、現地では不安な時間をお過ごしの
ことと思います。今後も大きな余震が続く恐れがあり、
十分な警戒が必要かと思われます。救援活動に従事す
る関係者の皆様、また、被災地域にお住まいの皆様のご
無事を祈念いたします。
　現在、全国曹洞宗青年会では当該地区の曹青会、管区、
加盟曹青会、宗門関係団体、協力団体とともに情報収
集及び後方支援に努めております。

　今後の対応につきましては、随時、『全曹青災害メーリ
ングリスト』、ホームページ『般若』、『全曹青フェイスブッ
クページ』を通して報告させていただきます。
　なお、当会では全国の皆様へ「ボランティア基金」へ
のご支援をお願いしております。お預かりいたしました
浄財は、この度の災害支援など全国各地の災害に対す
る支援活動に使わせていただきます。被災地と全国を繋
ぐ活動に、ご理解とご協力をお願いいたします。
　振込先等は同封の「全曹青ボランティア基金ご協力の
お願い」をご高覧下さい。 

平成28年4月17日
全国曹洞宗青年会　第21期会長　安逹瑞樹　合掌

曹洞宗兵庫県第二宗務所青年会20周年記念
併修  全国曹洞宗青年会　禅文化学林

「平成28年熊本地震」被災された方がたに、
心よりお見舞い申し上げます

【テーマ】『支え合う～希望舞台「焼け跡から」を通じて災害復興支援を考える』
【日　時】平成28年７月３日（日）・４日（月）
【内　容】７月３日（日）
　　　　　　　希望舞台プロジェクト「焼け跡から」
　　　　　　　開催場所：兵庫県豊岡市出石町　永楽館
　　　　７月４日（月）
　　　　　　　仏祖諷経・慰霊法要
　　　　　　　研修会　第１部　歴代会長グループトーク
　　　　　　　　　　　第２部　講演「災害発生時何をすべきか考える」
　　　　　　　　　　　　　　　講師　久間泰弘老師
　　　　　　　開催場所：城崎温泉　西村屋ホテル招月庭
　【お問い合わせ】事務局・洞仙寺 079・662・7524


