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平
成
23
年
3
月
11
日
。
あ
ま
り
に
も
多

く
の
も
の
を
奪
い
、
深
い
傷
痕
を
残

し
た
あ
の
日
か
ら
ま
も
な
く
七
回
忌
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
青

年
僧
侶
が
現
地
に
赴
き
、
瓦
礫
撤
去
や
泥
の

か
き
出
し
、
ま
た
避
難
所
や
仮
設
住
宅
で
の

行
茶
を
通
じ
た
傾
聴
活
動
と
い
う
物
心
両
面

に
よ
る
支
援
活
動
に
尽
く
し
て
き
ま
し
た
。

今
、
そ
れ
ら
の
活
動
の
中
か
ら
宗
教
者
の
一

つ
の
在
り
方
が
「
臨
床
宗
教
師
」
と
い
う
形

と
な
り
、
昨
年
に
は
上
智
大
学
島
薗
進
教
授

を
会
長
に
日
本
臨
床
宗
教
師
会
が
設
立
さ
れ

る
と
い
う
確
か
な
歩
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

被
災
者
支
援
か
ら
超
高
齢
多
死
社
会
へ
向

け
た
社
会
運
動
へ
の
展
開
を
見
せ
る
臨
床
宗

教
師
の
実
態
に
迫
る
べ
く
、
養
成
講
座
が
開

催
さ
れ
て
い
る
東
北
大
学
に
向
か
い
、
臨
床

宗
教
師
と
し
て
緩
和
ケ
ア
病
棟
や
ホ
ー
ム
ホ

ス
ピ
ス
で
活
動
さ
れ
て
い
る
お
二
人
の
青
年

僧
侶
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

公
共
空
間
で
心
の
ケ
ア
を
提
供
す
る
宗
教
者

「
臨
床
宗
教
師
」と
は

　
「
臨
床
宗
教
師
（interfaith chaplain

）」
と

は
、
被
災
地
や
医
療
機
関
、
福
祉
施
設
な
ど
の

公
共
空
間
で
心
の
ケ
ア
を
提
供
す
る
宗
教
者
で

す
。「
臨
床
宗
教
師
」
と
い
う
言
葉
は
、
欧
米
の

聖
職
者
チ
ャ
プ
レ
ン
に
対
応
す
る
日
本
語
と
し

て
、
岡
部
健
医
師
が
２
０
１
２
年
に
提
唱
し
ま

し
た
。「
臨
床
宗
教
師
」
は
、
布
教
・
伝
道
を
目

的
と
せ
ず
に
、
相
手
の
価
値
観
、
人
生
観
、
信

仰
を
尊
重
し
な
が
ら
、
宗
教
者
と
し
て
の
経
験

を
活
か
し
て
、
苦
悩
や
悲
嘆
を
抱
え
る
人
び
と

に
寄
り
添
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
職
と

チ
ー
ム
を
組
み
、
宗
教
者
と
し
て
全
存
在
を
か

け
て
、
人
び
と
の
苦
悩
や
悲
嘆
に
向
き
あ
い
、

か
け
が
え
の
な
い
物
語
を
あ
る
が
ま
ま
受
け
と

め
、
そ
こ
か
ら
感
じ
取
ら
れ
る
ケ
ア
対
象
者
の

宗
教
性
を
尊
重
し
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」

と「
宗
教
的
ケ
ア
」を
行
い
ま
す
。

『
日
本
臨
床
宗
教
師
会　

設
立
趣
意
書
』よ
り

宮
城
県
栗
原
市
普
門
寺
副
住
職

髙
橋
悦
堂
師

宮
城
県
栗
原
市
通
大
寺
徒
弟

金
田
諦
晃
師

東
日
本
大
震
災
か
ら
生
ま
れ
た
歩
み

臨
床
宗
教
師
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─ 
な
ぜ
臨
床
宗
教
師
を
目
指
さ
れ
た
の
で
す
か
？

高
橋
師
／
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
や
大
学
院

を
終
え
、
故
郷
に
戻
っ
て
き
た
10
ヶ
月
後
に
東
日

本
大
震
災
が
起
こ
り
ま
し
た
。
栗
原
市
の
火
葬
場

に
は
津
波
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご
遺
体
が
次
次

と
来
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の
被
災
地
で
は
、
ほ
と

ん
ど
の
方
が
菩
提
寺
の
住
職
と
連
絡
が
つ
か
な
い

状
況
で
し
た
の
で
、
栗
原
市
の
僧
侶
が
火
葬
場
で

読
経
供
養
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
こ
の
時
の
経
験
が
大
き
く
て
、
小
学
５
年
生

の
女
の
子
を
津
波
で
亡
く
し
た
お
父
さ
ん
か
ら「
和

尚
さ
ん
に
拝
ん
で
も
ら
え
て
安
心
し
ま
し
た
」と
い

う
言
葉
を
い
た
だ
い
た
時
、
僧
侶
と
し
て
生
き
る

決
心
が
つ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
金
田
諦
應
老
師
か
ら「
カ
フ
ェ
・
デ
・

モ
ン
ク
」
と
い
う
宗
教
者
に
よ
る
被
災
地
移
動
傾

聴
喫
茶
を
始
め
る
際
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
被
災
地
で
苦
悩
す
る
人
び
と
の
声
を
聴
き
、

宗
教
者
も
共
に
悶
え
苦
し
む
の
で
す（
モ
ン
ク
と
は

悶
苦
・
文
句
・
英
語
のM

onk

「
僧
侶
」
の
３
つ
を

表
し
て
い
る
）。
そ
し
て
、
宮
城
県
内
で
在
宅
緩
和

ケ
ア（
主
に
終
末
期
が
ん
患
者
さ
ん
の
家
で
の
看
取

り
な
ど
に
関
わ
る
）に
取
り
組
ん
で
い
た
故
岡
部
健

医
師
と
出
会
い
ま
す
。
金
田
老
師
と
岡
部
医
師
と

い
う
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
た
二
人
の
作
る
大

き
な
渦
に
巻
き
込
ま
れ
る
形
で
、
臨
床
宗
教
師
の

道
へ
踏
み
出
し
ま
し
た
。
現
在
は
在
宅
緩
和
ケ
ア

の
診
療
所
や
介
護
福
祉
施
設
な
ど
で
活
動
し
て
お

り
ま
す
。

金
田
師
／
大
学
３
年
生
の
時
に
震
災
が
起
き
て
、

師
匠（
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
主
宰
、
金
田
諦
應
老

師
）
か
ら
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
で
す
。

「
栗
原
の
火
葬
場
に
ご
遺
体
が
沢
山
運
ば
れ
て
く
る

か
ら
、
お
前
は
お
経
が
読
め
な
い
け
れ
ど
そ
の
姿

を
見
て
い
な
さ
い
」と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

そ
の
時
の
お
坊
さ
ん
た
ち
の
一
生
懸
命
な
姿
を

ず
っ
と
見
て
い
た
時
に
、
自
分
の
中
で「
生
き
る

と
は
何
な
の
だ
ろ
う
」「
僧
侶
と
し
て
自
分
は
ど
う

や
っ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

う
」と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

臨
床
宗
教
師
研
修
が
終
わ
っ
て
そ
の
ま
ま
大
学

病
院
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

参
加
し
、
昨
年
か
ら
雇
用
し
て
い
た
だ
き
週
に
２

日
活
動
し
て
い
ま
す
。

─ 

認
定
を
受
け
た
後
は
ど
の
よ
う
に
し
て
活
動
場

所
を
確
保
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

高
橋
師
／
協
力
的
な
医
療
者
や
介
護
福
祉
関
係
者

な
ど
が
増
え
て
い
ま
す
。
地
域
と
の
関
係
を
重
視

し
て
い
る
所
は
、
地
元
の
僧
侶
と
の
連
携
に
関
心

が
あ
る
の
で
す
が
、「
和
尚
さ
ん
っ
て
敷
居
が
高
く

て
」と
語
る
人
も
多
い
で
す
ね
。
私
は
岡
部
先
生
と

の
ご
縁
か
ら
岡
部
医
院
さ
ん
で
活
動
を
始
め
ま
し

た
。
そ
の
後
、
臨
床
宗
教
師
と
し
て
講
演
な
ど
を

行
う
中
で
、
話
を
聞
か
れ
て
い
た
医
療
や
介
護
福

祉
分
野
の
方
が
た
と
ご
縁
が
繋
が
っ
て
と
い
う
経

緯
で
す
。

─ 

お
二
人
が
現
場
で
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
か
？

高
橋
師
／
普
通
で
い
る
こ
と
で
す
。
私
は
元
気
な

人
、
あ
な
た
は
亡
く
な
る
人
と
い
う
視
点
か
ら
離

れ
る
こ
と
。
ど
ん
な
状
況
で
も
人
間
は
対
等
で
あ

る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
時
、
自
分
は
僧
侶
だ
と
身

構
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　

曹
洞
宗
門
の
表
現
で
い
う
な
ら
ば
、
仏
が
仏
と

向
き
合
う
と
い
う
心
で
し
ょ
う
か
…
。

金
田
師
／
現
場
に
い
る
時
と
、
い
な
い
時
の
意
識

の
違
い
を
作
ら
な
い
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

現
場
に
入
る
時
に
意
識
の
ス
イ
ッ
チ
を
変
え
て
い

る
と
、
そ
れ
が
ス
ト
レ
ス
に
な
り
、
続
け
て
い
け

な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
活
動
を
始
め
て
か
ら
、
私
は「
一
人
の
人
間

の
人
生
や
命
が
本
人
の
意
志
を
越
え
た
働
き
や
、

多
く
の
出
会
い
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
く
の
だ
」

と
い
う
こ
と
を
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
自

身
も
出
会
い
か
ら
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を

伝
え
る
こ
と
も
宗
教
者
と
し
て
の
役
割
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
信
念
が
強
く
な
る
中
で
、
一
つ
一
つ
の
出

会
い
や
関
わ
り
を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
心
構
え

が
出
来
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

─ 

心
に
残
る
経
験
を
教
え
て
く
だ
さ
い

高
橋
師
／
在
宅
緩
和
ケ
ア
を
受
け
て
い
た
女
性
か

ら「
私
の
病
気
が
治
る
よ
う
に
祈
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
言
わ
れ
た
時
、
祈
れ
な
か
っ
た
経
験
が
あ
り
ま

す
。
突
然
の
死
の
通
告
、
実
母
を
残
し
逝
か
ね
ば

な
ら
な
い
、
様
ざ
ま
な
苦
悩
の
中
に
あ
っ
た
そ
の

方
の
願
い
に
対
し
て
、
自
分
が
祈
っ
た
と
し
て
こ

の
方
の
癌
が
治
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
そ
ん
な
思
い

が
生
じ
、
悶
悶
と
し
て
祈
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
か
ら
一
週
間
後
、
そ
の
方
は
急
変
し
亡
く
な
ら

れ
、
自
分
は
何
を
す
べ
き
だ
っ
た
の
か
、
全
く
分

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
あ

る
医
師
に「
た
だ
ひ
た
す
ら
に
治
る
よ
う
に
と
祈
れ

ば
良
か
っ
た
の
で
す
。
治
る
か
治
ら
な
い
か
で
は

な
く
、
僧
侶
な
ら
諸
法
実
相
の
中
に
祈
り
を
投
げ

出
し
な
さ
い
」と
言
わ
れ
、
霧
が
晴
れ
た
様
な
経
験

が
あ
り
ま
す
。

金
田
師
／
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
時
は
最
初
か
ら
お
坊

さ
ん
に
好
意
的
な
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
方
と
の

交
流
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
雇
用
さ
れ
て
か
ら

は
、
あ
る
家
族
の
方
に
初
め
て
宗
教
者
と
し
て
嫌

が
ら
れ
、
こ
の
場
に
い
な
い
で
く
だ
さ
い
と
言
わ

れ
る
経
験
を
し
ま
し
た
。

　

あ
る
女
性
は
、
私
は
他
人
の
こ
と
を
顧
み
な
い

で
自
分
中
心
で
生
き
て
き
た
、
今
は
孤
独
で
す
と

お
話
し
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
良
い
思
い
出
や
自
分

の
生
き
て
き
た
意
味
を
探
り
出
そ
う
と
い
う
傾
向

髙橋師と故岡部健氏（右）
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誕
生
の
経
緯
、
現
在
の
動
向

　
　
　
　
　
　

東
ア
ジ
ア
へ
の
広
が
り

　

東
日
本
大
震
災
を
機
に
、
医
師
・
看
護
師
ら
に
よ
る

心
の
ケ
ア
と
共
に
、
宗
教
者
に
よ
る
被
災
地
支
援
活
動

が
展
開
し
た
こ
と
を
承
け
て
、
平
成
24
年
か
ら
東
北
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
実
践
宗
教
学
寄
附
講
座
で
理
論

教
育
と
臨
床
実
習
を
組
み
合
わ
せ
た
研
修
が
始
ま
り
、

そ
の
後
、
龍
谷
大
学
、
鶴
見
大
学
、
高
野
山
大
学
、
武

蔵
野
大
学
、
種
智
院
大
学
等
の
大
学
機
関
も
こ
れ
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す（
鶴
見
大
学
の
講
座
は
總
持
寺
の
安

居
者
を
対
象
と
し
て
お
り
、
現
段
階
で
は
実
習
と
実
習

指
導
を
組
み
込
ん
で
い
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
愛
知

学
院
大
学
が
平
成
29
年
度
か
ら
曹
洞
宗
僧
侶
限
定
で
実

習
と
実
習
指
導
を
組
み
込
ん
だ
本
格
的
な
養
成
講
座
を

開
設
す
る
と
の
こ
と
で
す
）。

　

将
来
的
に
は
新
し
い
専
門
職
と
し
て
心
の
ケ
ア
を
実

践
す
る
た
め
に
、
資
格
認
定
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
を

視
野
に
い
れ
て
い
ま
す
。

研
修
内
容　

　

東
北
大
学
大
学
院
で
の
研
修
は
３
ヶ
月
間
の
座
学
と

実
習
で
修
了
と
な
り
、
そ
の
後
は
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研

修
で
学
び
を
継
続
し
ま
す
。
遠
方
か
ら
で
も
受
講
で

き
る
日
程
で
組
ま
れ
て
い
る
た
め
、
全
国
か
ら
受
講
者

が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
す
で
に

１
５
２
人
の
宗
教
者
が
研
修
を
修
了
し
て
い
ま
す
。

曹
山
寶
積
寺
が
視
察
に
来
日

　

中
国
・
江
西
省
の
曹
山
寶
積
寺
の
住
持
で
あ
る
養
立

法
師
が
導
入
を
検
討
さ
れ
て
お
り
、
東
北
大
学
の
鈴
木

岩
弓
教
授
を
自
坊
へ
招
き
講
演
会
を
開
く
一
方
で
、
平

成
28
年
12
月
に
は
現
場
視
察
の
た
め
来
日
さ
れ
て
い
ま

す
。

が
見
え
て
き
た
か
な
と
い
う
時
、
そ
の
日
の
夕
方

「
綺
麗
な
夕
焼
け
で
す
ね
」と
声
を
か
け
た
と
こ
ろ
、

振
り
返
ら
ず
に「
物
悲
し
い
景
色
だ
ね
」
と
言
わ
れ

ま
し
た
。
計
り
知
れ
な
い
孤
独
感
に
思
い
を
致
せ

な
い
自
分
、
寄
り
添
う
姿
勢
と
い
う
も
の
を
考
え

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

─ 

新
し
い
活
動
と
い
う
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
が
ゆ

え
に
、
臨
床
宗
教
師
に
は
様
ざ
ま
な
意
見
が
向
け

ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が

高
橋
師
／
臨
床
宗
教
師
が
制
度
化
し
て
し
ま
う

と
、
臨
床
宗
教
師
認
定
の
な
い
宗
教
者
は
公
共
の

場
で
の
活
動
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
の
で
は
と
い
う

危
惧
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
宗
教
に
お
け
る
大
損

失
で
す
。

　

宗
教
が
人
の
心
に
寄
り
添
う
形
は
様
様
で
す
。

例
え
ば
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
、
ロ
ー
マ
法
王
、
両

大
本
山
の
禅
師
様
な
ど
は
、
ど
な
た
も
直
接
に
医

療
の
現
場
に
関
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
方
の
存
在
自
体
が
病
床
の
人
の
心
の
拠
り
所

と
な
る
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
視
点
も
大
事

で
、
臨
床
宗
教
師
が
宗
教
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力

を
制
限
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
で
す
ね
。

─ 

お
二
方
共
に
肩
書
き
に
と
ら
わ
れ
な
い
活
動
を

心
が
け
て
い
る
そ
う
で
す
ね

高
橋
師
／
臨
床
宗
教
師
と
い
う
名
前
が
大
事
な
わ

け
で
は
な
い
の
で
す
。
信
心
を
持
つ
宗
教
者
が
、

そ
れ
を
元
に
悩
み
苦
し
む
人
と
ど
う
向
き
合
っ
て

い
く
か
が
大
事
な
の
で
あ
っ
て
、
臨
床
宗
教
師
は

そ
の
現
代
的
な
形
の
一
つ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
臨

床
宗
教
師
的
活
動
を
し
な
く
て
は
宗
教
者
で
は
な

い
」と
い
う
風
潮
に
な
っ
て
は
逆
に
困
り
ま
す
。

金
田
師
／
私
は
病
棟
で「
臨
床
宗
教
師
で
す
」
と

言
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
居
場

所
が
で
き
た
、
自
分
が
何
か
を
し
て
あ
げ
た
ん
だ

と
嬉
し
く
な
っ
て
し
ま
う
瞬
間
に
、「
そ
う
い
う
こ

と
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
」
と
自

分
を
し
っ
か
り
見
つ
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

─ 

研
修
を
受
け
な
く
て
も
、
仏
の
教
え
で
救
う
こ

と
が
で
き
る
と
仰
る
方
も
あ
り
ま
す
が

高
橋
師
／
そ
れ
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
、
僧
侶
と

し
て
、
そ
う
し
た
確
固
た
る
信
念
が
な
け
れ
ば
例

え
ば
葬
儀
の
導
師
な
ど
を
務
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

檀
信
徒
さ
ん
に
対
し
僧
侶
と
し
て
関
わ
る
の
な

ら
そ
れ
で
い
い
の
で
す
が
、
病
院
な
ど
の
公
共
の

場
で
は
目
の
前
の
方
が
檀
信
徒
さ
ん
で
は
な
く
、

仏
教
徒
で
も
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
公
共
の
場
に
出
る
な
ら
ば
、
相
手
の
信
仰
や

価
値
観
を
尊
重
す
る
こ
と
が
何
よ
り
必
要
な
の
で

す
。

─ 

心
境
の
変
化
な
ど
は
あ
り
ま
し
た
か
？

高
橋
師
／
ご
葬
儀
に
関
わ
る
時
の
思
い
が
変
わ
り

ま
し
た
。
目
の
前
に
あ
る
遺
骨
、
お
写
真
、
お
位

牌
は
そ
の
方
の
人
生
と
命
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る

こ
と
を
強
く
感
じ
ま
す
。
引
導
を
渡
す
こ
と
の
認

識
な
ど
、
以
前
と
は
全
く
異
な
っ
て
感
じ
ま
す
。

金
田
師
／
闘
病
の
末
に
奥
さ
ん
を
見
送
ら
れ
た
方

が
、
火
葬
後
の
遺
骨
を
見
て「
人
間
、
骨
に
な
っ
た

ら
ゴ
ミ
だ
な
」
と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。
一
生
懸
命
に

お
世
話
を
し
て
き
た
大
切
な
人
が
あ
っ
と
い
う
間

に
形
を
変
え
て
し
ま
い
、
と
て
も
虚
し
か
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
や
り
き
れ
な
い
思

い
を
抱
か
れ
て
い
る
方
に
寄
り
添
い
、
遺
骨
に
対

し
て
も
敬
意
を
払
っ
て
、
丁
寧
に
接
す
る
僧
侶
の

姿
は
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
、
ま
た
ご
葬
儀
に
至

る
ま
で
の
ご
家
族
の
思
い
を
想
像
す
る
力
が
芽
生

え
て
き
た
と
、
こ
の
活
動
を
通
じ
て
教
え
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
お
経
に
込
め
る
気

持
ち
、
合
掌
す
る
気
持
ち
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る

と
感
じ
ま
す
。

高
橋
師
／
最
近
は
病
院
以
上
に
、
介
護
福
祉
施
設

の
方
か
ら「
う
ち
に
も
来
て
ほ
し
い
」
と
頼
ま
れ
ま

す
。
今
後
は
高
齢
の
方
の
介
護
施
設
も
、
看
取
り

の
場
と
し
て
の
役
割
を
よ
り
一
層
担
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
臨
床
宗
教
師
で
な
く
て
も
い
い
か
ら
、

和
尚
さ
ん
に
法
話
を
し
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
、

看
取
り
を
す
る
職
員
に
も
関
わ
っ
て
欲
し
い
と
い

う
話
も
あ
り
ま
す
。

　

宗
教
勧
誘
を
し
な
い
、
自
分
の
信
心
を
押
し
付

け
な
い
事
な
ど
に
気
を
つ
け
な
が
ら
、
檀
務
と
折

り
合
い
を
つ
け
関
わ
る
こ
と
も
出
来
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
青
年
僧
と
共
有
し
、
次
の

世
代
に
伝
え
て
い
け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

─ 

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
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東
日
本
を
襲
っ
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9.0
の
巨

大
地
震
。
そ
の
後
の
大
津
波
。
そ
し
て
そ

の
夜
、
被
災
地
を
覆
っ
た
満
天
の
星
空
。
宇
宙
は

「
生
と
死
」「
喜
怒
哀
楽
」そ
し
て「
貴
方
と
私
」の
区

別
を
全
て
包
み
込
み
、
美
し
く
そ
し
て
悲
し
く
輝

い
て
い
た
。
真
理
の
一
端
が
落
ち
て
来
た
の
を
感

じ
る
。

　

四
十
九
日
の
追
悼
行
脚
。
破
壊
さ
れ
た
海
辺
を

歩
く
。
経
文
は
や
が
て
叫
び
に
変
わ
り
、
牧
師
は

歌
う
讃
美
歌
が
見
つ
か
ら
な
い
。
学
ん
で
き
た
教

義
・
教
理
を
喪
失
す
る
。

　

生
と
は
！ 

死
と
は
！ 

答
え
の
出
な
い
問
い
が
突

き
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
今
ま
で
学
ん
で
き
た
あ

ら
ゆ
る
宗
教
言
語
を
拒
絶
す
る
凄
み
が
あ
っ
た
。

　

泥
の
中
、
神
仏
の
言
葉
を
探
し
な
が
ら
歩
い
た

日
日
。
そ
し
て
一
年
後
、
四
十
九
日
と
同
じ
海
岸

に
立
っ
て
感
じ
た
再
生
の
風
。「
色
即
是
空
・
空
即

是
色
」が
回
転
を
始
め
、
諸
法
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿

を
受
け
入
れ
て
い
る
自
分
が
い
た
。
そ
れ
は
ま
さ

に
信
仰
の
、
崩
壊
と
再
生
の
物
語
だ
っ
た
。

　

私
た
ち
の
活
動
目
的
は
一
つ
。
破
壊
さ
れ
、
凍

り
付
い
た
時
間
と
空
間
を
再
び
繋
ぎ
合
わ
せ
、
未

来
へ
の
物
語
を
共
に
紡
ぐ
事
。
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語

が
動
き
出
す
ま
で
じ
っ
と
待
つ
。
宗
教
者
に
は
物

語
が
展
開
し
て
い
く「
場
」の
創
造
、
そ
の「
場
」に

留
ま
り
続
け
る「
耐
性
」、
そ
し
て
、
個
個
の
人
生

に
添
っ
て
創
造
さ
れ
る
物
語
を
受
け
止
め
る
、
レ

ン
ジ
の
広
さ
が
要
求
さ
れ
た
。

　

悟
り
や
救
い
を
饒
舌
に
説
く
事
は
宗
教
・
宗
派

の
教
義
の
自
己
満
足
に
な
っ
て
も
、
一
人
一
人
の
救

い
に
は
な
ら
な
い
。
宗
教
・
宗
派
的
な
文
脈
で
語

ら
れ
る「
救
い
」で
は
な
く
、
そ
の
人
の
物
語
の
文

脈
で
語
ら
れ
る「
救
い
」
が
自
然
に
落
ち
て
く
る
ま

で
じ
っ
と
待
つ
事
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
。

　

被
災
地
で
活
動
す
る
私
た
ち
の
姿
を
、
癌
を
患

い
、
己
の
死
と
向
き
合
い
な
が
ら
見
つ
め
て
い
た

医
師
が
い
た
。
故
岡
部
健
医
師
だ
。
彼
は
、
看
取

り
の
現
場
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
多
様
な「
物

語
」と
向
き
合
っ
て
き
た
。
や
が
て
そ
れ
は
臨
床
宗

教
師
育
成
の
想
い
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。

　
「
宗
教
者
は
看
取
り
の
負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
祈
り

の
力
で
自
然
界
に
方
散
す
る
力
を
、
持
っ
て
い
る
」

　

彼
は
東
北
と
い
う
精
神
風
土
で
了
解
さ
れ
た
宗

教
者
の
役
割
に
気
付
き
、
終
末
期
医
療
現
場
で
の

宗
教
者
と
の
協
働
を
発
想
す
る
。「
臨
床
宗
教
師
」

と
い
う
専
門
職
養
成
を
提
案
し
、
翌
年
、
他
界
。

想
い
は
私
た
ち
に
引
き
継
が
れ
た
。

　
「
臨
床
宗
教
師
」
と
は
、
公
共
空
間
で
、
布
教
や

伝
道
を
目
的
と
せ
ず
、
相
手
の
価
値
観
を
尊
重
し

な
が
ら
、
宗
教
者
と
し
て
の
経
験
を
い
か
し
て
、

苦
難
や
悲
嘆
を
抱
え
る
方
が
た
に
寄
り
添
う
宗
教

者
で
あ
る
。

　

養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
苦
悩
の
背
景
に
あ
る
歴

史
・
社
会
・
文
化
・
風
土
へ
の
洞
察
、
臨
床
宗
教

師
の
守
る
べ
き
倫
理
綱
領
、
他
の
宗
教
・
宗
派
、

医
療
・
福
祉
関
係
の
機
関
と
の
協
働
の
仕
方
、
等

を
学
び
つ
つ
、
現
場
で
の
実
習
を
行
う
。
座
学
と

現
場
を
往
復
し
な
が
ら
傾
聴
力
・
ケ
ア
ス
キ
ル
を

深
め
て
い
く
。

　

臨
床
宗
教
師
の
活
動
は「
自
他
」の
境
界
線
を
越

え
る
作
業
で
あ
る
。「
場
」
は
悲
し
み
を
引
き
寄
せ

る「
磁
場
」と
な
り
、
そ
し
て「
慈
場
」へ
と
変
化
す

る
。し
か
し「
慈
場
」は
同
時
に「
悲
場
」な
の
だ
。「
慈

悲
」
は
厳
し
い
言
葉
。
切
に
他
を
想
う
心
は
、
同

じ
強
さ
で
己
に
返
る
。
そ
こ
か
ら「
覚
悟
」
が
問
わ

れ
、
そ
の
覚
悟
を
支
え
る「
戒
律
」が
命
の
奥
か
ら

湧
き
起
こ
る
。
揺
れ
動
く
現
場
か
ら
は
、
常
に
自

己
の
信
仰
が
問
わ
れ
続
け
る
の
だ
。
信
仰
は
、
問

い
と
答
え
が
循
環
す
る
事
に
よ
っ
て
深
ま
っ
て
い

く
。
こ
れ
が
臨
床
に
於
け
る
宗
教
者
の
姿
で
あ
り
、

臨
床
宗
教
師
の
最
も
肝
心
な
部
分
で
あ
る
。

　

釈
尊
の「
四
門
出
遊
」は
、「
自
」よ
り
も「
他
」へ

の
問
い
で
あ
っ
た
。
全
て
の
始
ま
り
は「
慈
」
で
あ

る
。「
慈
」は
全
て
の
修
行
を
回
転
さ
せ
る
力
。
私
た

ち
は
正
身
端
座
す
る
時
、
眼
前
に
広
が
る
苦
悩
の

世
界
を
感
じ
取
る「
感
性
」
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

衆
生
は
無
辺
で
あ
り
、
そ
し
て
無
尽
の
苦
し
み

を
抱
え
な
が
ら
生
き
続
け
る
。
私
た
ち
宗
教
者
は
、

常
に
現
場
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
言
葉
に
耳
を

傾
け
、
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
宗
教

者
に
は
安
全
な
場
所
は
な
い
。
宗
教
者
に
は
嵐
が

よ
く
似
合
う
の
だ
。

　

間
も
な
く
６
回
目
の
そ
の
日
が
や
っ
て
来
る
。

あ
の
時
見
上
げ
た
満
天
の
星
空
に
想
い
を
は
せ
る
。

あ
の
出
来
事
は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今

で
も
そ
の
意
味
を
問
い
続
け
て
い
る
。

臨
床
の
宗
教

宮
城
県 

通
大
寺
住
職　

金
田
諦
應
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上
尾
中
央
総
合
病
院
は
埼
玉
県
上
尾
市
に
あ
り

７
２
４
床
を
有
す
る
埼
玉
県
が
ん
診
療
指
定
病
院

で
す
。
そ
の
中
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
は
２
０
１
４
年

に
厚
生
労
働
省
の
認
可
を
受
け
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

緩
和
ケ
ア
病
棟
は
治
癒
が
難
し
い
が
ん
終
末
期

に
あ
る
患
者
さ
ん
の
辛
い
症
状
を
和
ら
げ
、
そ
の

人
ら
し
い
療
養
を
支
援
す
る
専
門
の
病
棟
で
す
。

緩
和
ケ
ア
の
共
通
要
素
と
し
て
は
、
患
者
と
家
族

を
一
単
位
と
し
て
双
方
に
ケ
ア
を
提
供
す
る
こ
と
、

身
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
、
実
存
的
な
ニ
ー
ズ

へ
の
対
応
を
図
る
こ
と
、
家
族
・
遺
族
に
対
し
て

悲
嘆
・
死
別
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
こ
と
を
挙
げ
て

い
ま
す
。そ
し
て
こ
れ
ら
の
対
応
は
多
職
種
で
チ
ー

ム
を
組
ん
で
行
い
ま
す
。
例
え
ば
身
体
的
な
苦
痛

が
あ
る
場
合
は
医
師
や
看
護
師
が
対
応
し
、
薬
剤

の
調
整
に
は
薬
剤
師
が
、
食
事
の
工
夫
に
は 

管
理

栄
養
士
が
、
気
持
ち
が
つ
ら
い
場
合
は
心
理
士
が
、

実
存
的
苦
痛
、
葬
儀
や
お
墓
の
こ
と
に
は
臨
床
宗

教
師
が
関
わ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
多
職
種
で
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
・
家
族
に

質
の
高
い
ケ
ア
を
提
供
す
る
可
能
性
が
広
が
る
の

で
す
。

上
尾
中
央
総
合
病
院
緩
和
ケ
ア
病
棟
看
護
科
長 

大
島
英
子

終
末
期
の
現
場
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
～
臨
床
宗
教
師
の
果
た
す
役
割
～
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臨
床
宗
教
師
の
活
動
状
況

　

当
院
で
は
現
在
で
９
人
の
臨
床
宗
教
師
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
宗

派
の
内
訳
は
曹
洞
宗
２
人
、
真
言
宗
３
人
、
浄
土

真
宗
系
１
人
、
日
蓮
宗
１
人
、
天
理
教
１
人
、
臨

済
宗
１
人
で
す
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
臨
床
宗
教

師
の
受
け
入
れ
を
し
て
い
る
医
療
機
関
は
国
内
で

も
例
の
な
い
こ
と
で
す
。
布
教
や
伝
道
を
目
的
と

せ
ず
超
宗
派
で
宗
教
間
協
力
を
行
い
、
し
か
も
公

共
性
が
あ
る
臨
床
宗
教
師
の
存
在
は
緩
和
ケ
ア
を

提
供
す
る
場
で
は
大
変
貴
重
な
の
で
す
。

「
そ
ら
カ
フ
ェ
」で
の
傾
聴
活
動

　

緩
和
ケ
ア
病
棟
に
お
け
る
臨
床
宗
教
師
の
主
な

活
動
は
、
患
者
さ
ん
・
家
族
に
対
す
る
こ
こ
ろ
の

ケ
ア
の
一
貫
と
し
て
月
に
１
回
開
催
す
る
傾
聴
カ

フ
ェ「
そ
ら
カ
フ
ェ
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
活
動
は

様
ざ
ま
な
背
景
を
も
つ
患
者
さ
ん
・
家
族
に
対
し

て
、
よ
り
き
め
細
や
か
な
対
応
が
図
れ
る
よ
う
、

臨
床
宗
教
師
と
医
療
チ
ー
ム
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

協
働
し
て
提
供
で
き
る
企
画
と
し
誕
生
し
ま
し
た
。 

　

そ
ら
カ
フ
ェ
の
由
来
は
、
最
上
階（
13
階
）に
あ

る
ラ
ウ
ン
ジ
か
ら
見
え
る
空
が
ど
こ
ま
で
も
広
く

続
き
き
れ
い
で
あ
っ
た
こ
と
、
雨
の
日
も
風
の
日

も
曇
り
の
日
も
晴
れ
の
日
も
空
が
あ
る
よ
う
に
、

辛
い
と
き
も
悲
し
い
と
き
も
苦
し
い
と
き
も
楽
し

い
と
き
も
、
私
た
ち
は
患
者
さ
ん
・
家
族
と
共
に

い
て
こ
こ
ろ
に
寄
り
添
う
こ
と
が
出
来
た
ら
と
い

う
願
い
を
込
め
て
名
付
け
ま
し
た
。あ
る
時
は
ハ
ー

プ
演
奏
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
協
働
で
開
催
し
ま
し
た
。 

　

ハ
ー
プ
演
奏
を
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
の

準
備
を
始
め
、
注
文
を
い
た
だ
い
た
珈
琲
や
紅
茶
、

か
き
氷
を
臨
床
宗
教
師
に
病
室
に
届
け
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
、
ラ
ウ
ン
ジ
に
お
越
し
下
さ
っ

た
患
者
さ
ん
や
家
族
の
傍
ら
で
演
奏
を
一
緒
に
聴

き
、
辛
い
気
持
ち
に
耳
を
傾
け
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
あ
る
会
話
が
出
来
な
い
患
者
さ
ん
は
臨
床
宗

教
師
が
関
わ
る
中
で
自
然
と
手
を
合
わ
せ
祈
り
の

時
を
持
た
れ
た
光
景
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
あ
る

時
は
、
宗
教
資
源
を
活
用
し
た
ケ
ア
と
し
て
数
珠

ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
作
り
を
し
ま
し
た
。
あ
る
患
者
さ

ん
は
後
に
残
す
お
子
様
た
ち
の
た
め
に
、
数
珠
ブ

レ
ス
レ
ッ
ト
を
作
り
、
臨
床
宗
教
師
に
念
入
れ
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
数
珠
ブ
レ
ス
レ
ッ

ト
は
葬
儀
の
時
に
大
切
な
形
見
と
し
て
お
子
様
た

ち
の
腕
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
ケ
ー
キ
バ

イ
キ
ン
グ
を
管
理
栄
養
士
と
協
働
で
開
催
し
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
患
者
さ
ん
は
た
く
さ
ん
召
し
上

が
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
一
口
サ
イ
ズ
の
色

と
り
ど
り
の
ケ
ー
キ
を
選
ぶ
楽
し
み
、
味
わ
う
楽

し
み
、
共
に
集
う
楽
し
み
を
感
じ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

日
本
型
チ
ャ
プ
レ
ン
を
目
指
し
て

　

が
ん
終
末
期
の
患
者
さ
ん
は
死
を
目
の
前
に
し

て
、
た
く
さ
ん
の
痛
み
や
苦
し
み
、
実
存
的
な
苦

悩
を
抱
え
て
い
ま
す
。
ま
た
家
族
も
大
切
な
家
族

を
失
う
悲
嘆
が
あ
り
ま
す
。
臨
床
宗
教
師
は
死
を

超
え
た
先
を
見
つ
め
つ
つ
、 

目
の
前
の
患
者
さ
ん
と

ご
家
族
の
こ
こ
ろ
の
声
に
耳
を
澄
ま
し
、
こ
こ
ろ

に
寄
り
添
っ
て
下
さ
い
ま
す
。
緩
和
ケ
ア
在
宅
医

で
あ
っ
た
故
岡
部
健
医
師
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、

「
人
が
死
に
向
か
い
合
う
現
場
で
、
医
療
者
と
チ
ー

ム
を
組
ん
で
入
れ
る
日
本
人
の
宗
教
性
に
ふ
さ
わ

し
い
日
本
型
チ
ャ
プ
レ
ン（
※
）の
よ
う
な
宗
教
者

が
必
要
」だ
と
私
も
実
感
し
て
い
ま
す
。
楽
し
み
や

遊
び
こ
こ
ろ
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
く
つ
ろ
げ
る

場
を
提
供
す
る
こ
と
も
そ
ら
カ
フ
ェ
が
大
切
に
し

た
い
コ
ン
セ
プ
ト
で
す
。
当
院
の
臨
床
宗
教
師
の

活
動
が
医
療
チ
ー
ム
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
協
働
し

て
医
療
機
関
・
地
域
で
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
を
提
供
す

る
実
践
モ
デ
ル
と
し
て
、
今
後
更
に
経
験
を
重
ね

洗
練
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

全
国
の
青
年
僧
侶
の
皆
さ
ま
へ

　

日
本
は
高
齢
多
死
社
会
を
迎
え
る
中
で
人
は
生

命
と
死
と
向
き
合
う
機
会
が
益
益
増
え
ま
す
。
医

療
・
介
護
・
福
祉
の
場
で
は
臨
床
宗
教
師
を
チ
ー

ム
の
一
員
と
し
て
迎
え
た
い
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い

く
と
思
わ
れ
ま
す
。
ア
ウ
ェ
イ
の
場
で
の
活
動
は

勇
気
が
い
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
れ

以
上
に
大
切
な
こ
と
を
体
験
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

今
後
一
人
で
も
多
く
の
臨
床
宗
教
師
が
誕
生
し
社

会
に
貢
献
さ
れ
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
期
待
し
て
お

り
ま
す
。

　

※
…
チ
ャ
プ
レ
ン
と
は
教
会
や
寺
院
に
属
さ
ず

　

に
病
院
や
施
設
で
働
く
聖
職
者(

牧
師
、
神
父
な

　

ど)

の
こ
と
。
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臨
床
宗
教
師
の
研
修
の
様
子
を
学
ぶ
べ
く
、
12

月
14
・
15
日
と
東
北
大
学
大
学
院
実
践
宗
教
学
寄

附
講
座
主
催 

第
10
回
臨
床
宗
教
師
研
修
が
行
わ

れ
て
い
る
仙
台
市
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　

会
場
へ
到
着
し
た
時
に
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、

受
講
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
の
会
話
記
録
を
も

と
に
み
ん
な
で
話
し
合
い
、
お
互
い
の
思
考
の
癖

を
気
づ
き
合
う
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
し
た
。
片
隅

で
様
子
を
見
な
が
ら
、
自
分
な
ら
ど
う
対
応
す
る

だ
ろ
う
、
ま
た
思
考
の
癖
を
分
析
さ
れ
る
の
は
恥

ず
か
し
さ
も
あ
る
け
れ
ど
、
自
分
が
ど
う
人
と
接

し
て
い
る
の
か
、
傾
聴
が
で
き
て
い
る
の
か
な
ど

自
分
の
癖
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
研
修
だ
と
感

じ
ま
し
た
。

　

こ
の
研
修
に
は
全
国
か
ら
様
ざ
ま
な
宗
教
の
方

が
た
が
集
ま
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
お
話
を
伺
う

と
、「
他
宗
に
つ
い
て
持
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
変

わ
っ
た
」「
研
修
を
通
し
て
寝
食
を
共
に
し
、
同
じ

志
を
も
っ
た
仲
間
と
切
磋
琢
磨
で
き
た
」
な
ど
感

想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
臨
床
宗
教
師
の
基
本
的

な
考
え
方
の
中
に
、
他
者
の
信
仰
の
尊
重
と
宗
教

間
連
携
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

12
月
16
日
、
髙
橋
師
が
訪
問
し
て
い
る
『
ホ
ー

ム
ホ
ス
ピ
ス
に
じ
い
ろ
の
い
え
』
へ
同
行
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
住
宅
街
の
一
角
に
あ
る
家
に

入
り
、
ま
ず
感
じ
た
こ
と
は
と
て
も
賑
や
か
で
温

か
い
家
庭
に
お
邪
魔
し
た
気
分
に
な
っ
た
こ
と
で

す
。
同
じ
屋
根
の
下
、
共
に
助
け
合
っ
て
生
活
し

て
い
る
空
気
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
日
、
髙
橋
師
と
共
に
取
材
に
ご
協
力
下

さ
っ
た
の
が
、
今
号
の
表
紙
の
写
真
で
髙
橋
師
と

対
話
さ
れ
て
い
る
⻆
田
義
廣
さ
ん
。
重
い
肺
の
病

気
で
時
折
苦
し
そ
う
に
咳
き
込
ま
れ
な
が
ら
も
終

始
笑
顔
で
お
話
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
最
初
ど

の
よ
う
に
声
を
か
け
た
ら
い
い
の
か
、
ま
た
ど
の

よ
う
な
話
を
す
れ
ば
良
い
の
か
と
考
え
て
い
た
私

た
ち
は
髙
橋
師
か
ら
、（
病
状
へ
の
配
慮
は
必
要
だ

が
）
ど
ん
な
状
況
で
も
人
間
は
対
等
で
あ
る
か
ら

気
構
え
る
こ
と
な
く
普
通
に
接
す
れ
ば
よ
い
と
い

う
姿
勢
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ホ
ー
ム
ホ
ス
ピ
ス
か
ら
の
帰
り
道
、
髙
橋
師
が

お
話
さ
れ
た
言
葉
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

「
私
た
ち
は
風
邪
を
ひ
か
な
い
よ
う
に
、
け
が
を

し
な
い
よ
う
に
と
予
防
し
ま
す
よ
ね
。
こ
の
予
防

と
一
緒
で
、
私
た
ち
は
〝
死
〟
に
つ
い
て
も
日
ご

ろ
か
ら
意
識
し
て
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。
現
代
は
〝
死
〟
を
遠
ざ
け
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
誰
し
も
必
ず
〝
死
〟
が
訪
れ
る
の
に
近
所

で
死
者
が
出
る
こ
と
を
嫌
が
る
人
も
い
ま
す
。
私

た
ち
宗
教
者
は
〝
死
〟
の
現
場
だ
け
で
な
く
、
普

段
の
教
化
活
動
で
も
死
か
ら
目
を
背
け
ず
真
摯
に

取
り
組
む
姿
勢
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
」

　

臨
床
宗
教
師
だ
か
ら
行
う
の
で
は
な
く
て
、
全

て
の
宗
教
者
が
行
う
べ
き
こ
と
だ
と
学
ん
だ
現
場

同
行
で
し
た
。

第
10
回
臨
床
宗
教
師
研
修

髙
橋
悦
堂
師
に
同
行
し
て

臨床宗教師の
現場に触れる
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僧
侶
と
し
て
、
大
衆
と
の
接
点
を
求
め
て
何
が
で
き
る
の
か
、
そ

の
一
つ
の
関
わ
り
方
と
し
て
「
臨
床
宗
教
師
」
が
あ
る
こ
と
を
、
東

日
本
大
震
災
七
回
忌
を
迎
え
る
こ
の
時
期
に
特
集
し
ま
し
た
。

　

昨
今
、
メ
デ
ィ
ア
等
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、「
臨
床
宗
教
師
」の
名

が
宗
教
者
の
新
し
い
取
り
組
み
と
し
て
世
間
に
広
ま
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
心
構
え
を
宮
城
県
通
大
寺
御
住
職
・
金
田
諦
應

老
師
が
「
臨
床
宗
教
師
の
心
得
」（
右
囲
み
参
照
）
と
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
決
し
て
一
部
の
専
門
家
が
行
う
も
の
で
は
な
く
、
全

て
の
宗
教
者
が
人
び
と
と
寄
り
添
う
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
要
素
で

あ
る
こ
と
を
今
回
実
感
し
ま
し
た
。

　

日
本
は
超
高
齢
社
会
に
突
入
し
て
お
り
、
２
０
２
５
年
に
は
団
塊

の
世
代
が
高
齢
者
と
な
る
こ
と
か
ら
、
少
子
高
齢
化
問
題
が
加
速
し

て
看
取
り
場
所
が
確
保
で
き
な
い
「
看
取
り
難
民
」
な
ど
の
問
題
が

生
じ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す（
２
０
２
５
年
問
題
）。

　

病
院
に
任
せ
き
り
の
姿
勢
か
ら
、

自
宅
や
特
別
養
護
老
人
施
設
と
い

う
地
域
で
の
看
取
り
を
目
指
す
意

識
転
換
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
『
ホ
ー
ム
ホ
ス
ピ
ス
に
じ
い
ろ
の

い
え
』
で
出
会
っ
た
⻆
田
さ
ん
は
、

仕
事
に
対
す
る
信
念
、
周
り
の
人

へ
の
感
謝
、
父
親
へ
の
尊
敬
の
念

な
ど
、
私
た
ち
に
沢
山
の
話
を
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
夫
婦
共
に

難
病
を
発
症
し
て
、
一
緒
に
『
に
じ

い
ろ
の
い
え
』
で
生
活
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
も
「
夫
婦
で
ゆ
っ
く

り
し
な
さ
い
と
い
う
意
味
な
の
か

な
」
と
穏
や
か
に
語
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　

こ
の
心
境
に
至
る

ま
で
に
は
、
私
た
ち
に
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
の

思
い
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
⻆
田
さ
ん
の
よ
う

に
、
生
老
病
死
と
向
き
合
い
自
ら
の「
い
の
ち
」と
向

き
合
う
方
が
た
に
対
し
、
多
忙
で
あ
る
医
療
や
介
護

の
現
場
で
ゆ
っ
く
り
部
屋
を
ま
わ
り
、
一
人
一
人
の

話
に
耳
を
傾
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
受
け
止
め
て

く
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
の
は
、
ご
本
人
だ
け
で
な

く
医
療
・
介
護
関
係
者
に
と
っ
て
も
と
て
も
心
強
い

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
生
活
上
で
関
わ
り
の

な
い
相
手
だ
か
ら
こ
そ
本
当
の
胸
の
内
を
話
せ
る
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
臨
床
宗
教
師
は
、
自
分
の
信
仰
を
相
手
に
押

し
付
け
ず
、
あ
く
ま
で
そ
の
方
自
身
の
価
値
観
に
基

づ
い
て「
そ
の
人
に
と
っ
て
の
心
の
支
え
」を
見
つ
め

て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
多
忙
な
医
療
や
介
護
現
場
の
ス
タ
ッ
フ
や
家

族
だ
け
で
は
果
た
せ
な
い
役
割
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ

た
他
職
種
の
方
が
た
と
連
携
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
人
び
と
に
寄

り
添
う
こ
と
が
、
今
僧
侶
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
た
め
に
は
共
に
学
び
研
鑽
を
重
ね
、
自
己
の
信
心
を
揺
る
ぎ

な
い
も
の
と
す
る
一
方
で
、
公
共
の
現
場
に
立
ち
入
る
に
あ
た
っ
て

の
慎
み
深
い
態
度
と
、
相
手
の
価
値
観
を
重
ん
じ
る
姿
勢
を
学
ぶ
こ

と
が
重
要
で
す
。

　

宗
教
者
に
と
っ
て
、信
者
へ
の
布
教
伝
道
と
い
う
従
来
の
活
動
と
、

公
共
の
場
で
人
び
と
に
寄
り
添
う
活
動
を
両
輪
と
し
て
働
か
せ
、
生

き
て
い
る
間
か
ら
宗
教
に
親
し
み
、
死
生
観
を
養
う
機
会
を
持
つ
こ

と
の
で
き
る
社
会
づ
く
り
に
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
む
こ
と
が
肝
要

で
す
。
そ
う
す
れ
ば
臨
床
宗
教
師
の
活
動
は
、「
臨
床
」と
い
う
特
殊

な
場
面
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
る
活
動
で
は
な
く
、
宗
教
者
の
日
常
底

の
取
り
組
み
と
し
て
さ
ら
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
今

後
一
層
の
広
ま
り
に
期
待
申
し
上
げ
ま
す
。

文
／
広
報
委
員
会
一
同

人
び
と
と
寄
り
添
う
た
め
に

〈臨床宗教師としての心得〉

①
社
会
で
起
こ
る
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
整
理
し
理
解
で
き
る
人

②
そ
の
出
来
事
か
ら
起
こ
り
う
る
人
間
の
喜
怒
哀
楽
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
人

③
そ
の
喜
怒
哀
楽
か
ら
起
こ
り
う
る
人
間
の
心
の
動
き
に
対
処
で
き
る
人

④
限
り
な
く
人
間
と
い
う
存
在
が
愛
お
し
い
人

日本臨床宗教師会ホームページトップ画面
http://www.sal.tohoku.ac.jp/p-religion/sicj/sicj_top.html
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重
ね
重
ね
も
先
の
台
風
被
害
と
合
わ
せ
、
こ
れ

ま
で
の
長
き
に
渉
っ
た
各
方
面
へ
の
ご
支
援
に
、

心
よ
り
の
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

気
の
遠
く
な
る
様
な
当
時
の
状
況
か
ら
６
年

弱
、
月
日
の
流
れ
と
共
に
環
境
、
人
び
と
、
少
し

ず
つ
の
移
ろ
い
を
思
い
ま
す
。
行
政
と
し
て
の
思

い
、
待
つ
人
び
と
の
思
い
、
支
え
て
下
さ
っ
て
い

る
人
び
と
の
思
い
、
残
念
で
は
あ
っ
て
も
県
外
へ

の
離
檀
等
、
寺
院
と
し
て
の
思
い
等
等
。
発
災
間

も
な
く
か
ら
お
力
添
え
い
た
だ
い
た
全
曹
青
各
曹

青
様
と
の
行
茶
傾
聴
活
動
等
も
、
有
志
の
教
区
青

年
会
諸
師
、
Ｏ
Ｂ
の
諸
先
輩
に
よ
り
続
い
て
参
り

ま
し
た
が
、
仮
設
住
宅
の
集
約
、
漸
く
に
し
て
の

新
居
・
公
営
住
宅
等
へ
の
移
動
も
見
え
て
来
た
こ

と
か
ら
此
方
の
活
動
は
判
断
で
き
そ
う
で
す
。
一

方
、
先
の
台
風
被
害
に
よ
り
、
仮
設
住
い
の
方
が

た
、
折
角
海
を
離
れ
山
側
に
新
居
を
構
え
な
が
ら

再
罹
災
さ
れ
た
方
が
た
は
、
更
に
寄
り
添
い
が
必

要
に
な
り
ま
し
た
。
公
営
住
宅
な
ど
独
居
の
方
が

た
の
見
守
り
も
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
連
携
な

ど
も
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

様
ざ
ま
な
思
い
は
有
れ
ど
、
あ
の
方
が
た
の
一

巡
り
の
七
回
忌
も
参
り
ま
す
。
又
、
少
し
ず
つ
で

は
あ
っ
て
も
こ
の
地
と
別
れ
を
告
げ
参
ろ
う
と
さ

れ
る
方
が
た
の
為
に
も
我
わ
れ
の
供
養
は
続
い
て

行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
と
思
っ
て
居
り
ま
す
。
迎

え
ま
す
日
は
県
内
20
ヶ
寺
様
そ
れ
ぞ
れ
に
諸
師
を

向
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
懇
ろ
の
ご
供
養
が
適
え

ば
と
念
じ
て
居
り
ま
す
。
有
意
の
皆
皆
様
に
も
ご

加
担
賜
り
ま
す
れ
ば
と
お
願
い
を
申
し
上
げ
、
御

礼
旁
が
た
ご
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

岩
手
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
／
石
ヶ
森
桂
山

　

震
災
か
ら
の
６
年
を
想
う
時
、
そ
れ
は
学
び
や

気
付
き
の
歳
月
で
あ
り
、
傾
聴
活
動
や
慰
霊
行
脚

な
ど
被
災
さ
れ
た
方
や
ご
遺
族
と
歩
ま
せ
て
い
た

だ
く
中
で
磨
か
れ
て
い
く
自
己
も
共
に
あ
り
ま
し

た
。
真
剣
に
い
の
ち
と
向
き
合
う
中
で
強
く
求
め

ら
れ
た
も
の
は
慰
霊
や
供
養
、
心
の
復
興
に
寄
与

す
る
こ
と
で
し
た
。

　
「
人
が
大
勢
集
ま
る
と
こ
ろ
に
は
今
も
行
き
た

く
な
い
の
で
す
。
で
も
我
が
子
に
少
し
で
も
近
づ

け
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
た
だ
そ
の
思
い
で

す
」。
昨
年
11
月
、
２
，
０
０
０
人
規
模
で
修
行

さ
れ
た
七
回
忌
法
要
に
お
誘
い
し
た
折
、
津
波
で

幼
い
二
人
の
お
子
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
た
親
御
さ
ん

か
ら
の
言
葉
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い

て
い
る
方
が
今
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
う
し

た
思
い
に
僅
か
で
も
応
え
た
い
。
そ
れ
が
恐
ら
く

は
被
災
地
域
青
年
僧
の
原
動
力
と
な
っ
て
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
震
災
前
の
檀
信
徒
の

方
が
た
と
の
関
わ
り
方
が
希
薄
だ
っ
た
と
猛
省
す

る
日
日
も
あ
り
ま
し
た
。
お
一
人
お
ひ
と
り
と
向

き
合
う
中
で
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
な
ん
と

多
い
こ
と
か
。
震
災
に
限
ら
ず
、
我
わ
れ
僧
侶
は

悲
嘆
が
和
ら
い
で
い
く
姿
の
傍
ら
に
寄
り
添
い
、

僅
か
で
も
そ
の
お
手
伝
い
や
橋
渡
し
役
と
な
れ
る

存
在
で
あ
る
と
、
あ
ら
た
め
て
気
付
か
さ
れ
た
の

で
し
た
。
七
回
忌
を
終
え
る
こ
れ
か
ら
こ
そ
、
と

も
に
歩
む
地
元
の
僧
侶
「
仁
（
ひ
と
）」
で
あ
り
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
／
北
村
暁
秀

　

発
災
か
ら
６
年
。
全
国
か
ら
様
ざ
ま
な
形
で
の

ご
支
援
、
ご
足
労
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す

と
共
に
皆
様
の
温
か
い
お
心
添
え
に
深
く
感
謝
い

た
し
ま
す
。「
被
曝
」
と
い
う
未
知
の
恐
怖
か
ら
、

部
屋
に
閉
じ
こ
も
り
、
余
震
に
怯
え
、
ラ
ジ
オ
か

ら
の
情
報
に
必
死
に
耳
を
傾
け
て
い
た
当
時
の
自

分
の
姿
が
今
で
も
鮮
明
に
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

　

地
震
、
津
波
、
原
発
の
影
響
は
そ
れ
ま
で
の
人

間
の
歪
み
を
全
て
あ
ぶ
り
出
し
て
し
ま
っ
た
と
改

め
て
感
じ
て
お
り
ま
す
。
地
域
格
差
。
経
済
格
差
。

し
か
し
特
に
深
刻
な
の
が
家
族
内
の
分
断
だ
っ
た

か
と
思
い
ま
す
。
特
に
夫
婦
間
の
意
識
の
差
に
大

き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
ま
し
た
。
緊
張
の
糸
が
切

れ
た
。
タ
ガ
が
外
れ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が

自
分
自
身
個
人
の
人
生
を
考
え
直
し
始
め
た
の
で

す
。
一
時
期
、震
災
婚
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
倍
以
上
の
家
庭
が
真
逆
の
状
況
に
陥
っ
た
現

実
を
沢
山
見
聞
き
し
て
き
ま
し
た
。

　

日
日
の
現
実
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
大

人
。
そ
の
背
中
を
見
て
き
た
子
ど
も
達
…
。
子
ど

も
電
話
相
談
の
統
計
に
よ
る
と
、
福
島
県
の
子
ど

も
達
は
進
路
将
来
の
事
、
自
殺
自
傷
に
関
す
る

供
養
は
続
か
ね
ば
な
ら
ぬ

露
わ
に
な
っ
た
歪
み
を
見
守
る

人
は
関
わ
り
合
い
の
中
で

仁（
ひ
と
）と
な
る

東
日
本
大
震
災
か
ら
６
年

～
現
地
の
今
、
活
動
者
の
思
い
～

特
集
２
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相
談
割
合
が
他
県
に
比
べ
か
な
り
高
か
っ
た
そ
う

で
す
。
震
災
を
通
じ
て
子
ど
も
が
子
ど
も
ら
し
く

成
長
出
来
な
か
っ
た
影
響
が
今
も
尾
を
引
い
て
い

る
。
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

様
ざ
ま
な
不
安
が
渦
巻
く
中
、
そ
れ
で
も
福
島

を
生
き
て
い
る
、
生
き
て
い
く
人
び
と
の
姿
を
今

後
も
温
か
く
見
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
お

気
持
ち
が
こ
れ
か
ら
の
福
島
の
一
番
の
力
に
な
る

と
も
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

福
島
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
／
瀧
澤
勝
俊

　

平
成
23
年
３
月
11
日
、
東
日
本
大
震
災
が
発
生

し
て
以
来
、
曹
洞
宗
静
岡
県
第
一
宗
務
所
青
年
会

（
以
下
、
当
会
）
で
は
、
直
後
か
ら
情
報
収
集
に

努
め
、
ま
ず
３
月
15
日
か
ら
17
日
に
か
け
て
募
金

活
動
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
東
北
で
の
支
援
活

動
を
検
討
し
、
４
月
12
日
に
先
遣
隊
と
し
て
岩
手

県
・
宮
城
県
に
赴
い
た
の
を
皮
切
り
に
、
福
島
県

を
含
む
東
北
３
県
を
中
心
に
平
成
27
年
２
月
ま
で

51
回
に
亘
り
活
動
し
て
参
り
ま
し
た
。
主
な
活
動

内
容
は
、
追
悼
慰
霊
法
要
参
加
、
イ
チ
ゴ
農
家
・

一
般
家
屋
・
墓
地
等
で
の
清
掃
、
避
難
所
・
仮
設

住
宅
で
の
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

作
り
な
ど
で
す
。

　

私
達
は
決
し
て
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
エ
キ
ス

パ
ー
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
専
門
的
な
知
識
や
技

術
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

が
実
際
に
現
地
に
赴
き
、
共
に
汗
を
流
し
お
話
を

聴
く
こ
と
で
お
役
に
立
て
る
こ
と
が
あ
る
の
な
ら

と
、
会
員
一
同
精
一
杯
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

震
災
か
ら
も
う
６
年
な
の
か
ま
だ
６
年
な
の

か
、
身
の
回
り
の
報
道
で
は
記
事
を
目
に
す
る
機

会
も
減
っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
自
然
災
害
自
体
は

各
地
で
頻
発
し
て
お
り
、
遠
近
問
わ
ず
お
困
り
の

人
は
多
く
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
当
会
で
は
、
東

日
本
大
震
災
は
勿
論
、
熊
本
地
震
等
、
様
ざ
ま
な

災
害
に
対
し
、
出
来
う
る
限
り
の
活
動
を
し
て
参

り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
当
会
の
支
援
活
動
に
際

し
物
心
両
面
で
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
宗
務
所

管
内
の
各
ご
寺
院
様
、
ま
た
活
動
現
場
で
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
曹
洞
宗
東
日
本
大
震
災

復
興
支
援
室
分
室
並
び
に
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
の

皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

曹
洞
宗
静
岡
県
第
一
宗
務
所
青
年
会
会
長

／
磯
田
辰
哉

　

東
日
本
大
震
災
発
生
後
、
山
口
県
内
の
曹
洞
宗

関
連
団
体
は
山
口
県
曹
洞
宗
災
害
支
援
現
地
活
動

部
を
組
織
し
、
平
成
23
年
５
月
か
ら
岩
手
県
釜
石

市
を
拠
点
に
行
茶
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。
行
茶

活
動
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
得
ら
れ
な
い
要

望
を
会
話
の
中
か
ら
把
握
し
行
政
に
伝
え
る
こ
と

や
ス
ト
レ
ス
の
軽
減
と
い
う
役
割
も
担
い
ま
し

た
。
仮
設
住
宅
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
で
は
横
の

繋
が
り
を
保
つ
こ
と
が
難
し
く
、
交
流
の
場
と
し

て
も
役
立
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
平
成
26
年
12

月
か
ら
は
山
口
県
曹
洞
宗
青
年
会
が
活
動
を
引
き

継
ぎ
、
現
在
も
行
茶
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

復
興
支
援
活
動
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
現

地
で
の
支
援
活
動
は
多
く
の
方
が
た
の
思
い
が
一

体
に
な
っ
た
も
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。
現
地
で

支
援
活
動
を
す
る
人
、そ
の
活
動
を
支
援
す
る
人
、

今
の
私
に
で
き
る
そ
れ
ぞ
れ
の
支
援
が
現
地
で
の

活
動
を
支
え
て
い
ま
す
。
最
近
特
に
強
く
思
う
こ

と
は
、
現
地
で
見
た
こ
と
・
聞
い
た
こ
と
・
感
じ

た
こ
と
を
伝
え
繋
げ
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
ご
支
援
い
た
だ
い
た
方
が
た

や
ご
縁
の
あ
る
方
に
、
現
地
の
今
の
状
況
を
お
伝

え
す
る
機
会
、
そ
の
機
縁
か
ら
支
援
の
輪
が
更
に

広
が
っ
て
い
く
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
時
代
を
生
き
る
仲
間
と
し
て
共
に
生
き
る

こ
と
、
分
か
ち
合
い
・
支
え
合
い
の
輪
が
笑
顔
に

繋
が
っ
て
い
く
よ
う
に
、
今
後
も
私
た
ち
に
で
き

る
活
動
を
行
っ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
合
掌

山
口
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
／
清
木
隆
法

　

東
日
本
大
震
災
発
生
以
降
、
釜
石
市
で
復
興
支

援
活
動
を
展
開
し
た
「
さ
く
ら
ネ
ッ
ト
」
の
阪
神

淡
路
大
震
災
に
お
け
る
興
味
深
い
デ
ー
タ
が
あ
り

ま
す
。
復
興
感
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
被

災
後
9
年
後
に
兵
庫
県
内
在
住
の
80
％
以
上
の
人

が
「
自
分
が
被
災
者
」
だ
と
意
識
し
な
く
な
っ
た

の
で
す
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
最
も
多
か
っ
た
回

答
は
、「
今
後
も
不
自
由
な
暮
ら
し
が
続
く
と
覚
悟

し
た
」と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
発
生
か
ら
、
間
も
な
く
6
年
目

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
被
災
者
の

方
が
た
に
「
自
分
が
被
災
者
」
だ
と
意
識
し
な
く

な
っ
て
い
た
だ
け
る
の
は
、
は
た
し
て
い
つ
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、「
不
自
由
な
暮
ら
し

が
続
く
と
覚
悟
し
た
」
時
に
一
緒
に
考
え
悩
ん
で

く
れ
る
人
は
ど
こ
に
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
ふ
く
し
ま
心
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」前
副
所
長
・

内
山
清
一
氏
の
言
葉
に
は
、『
こ
れ
か
ら
の
被
災
地

で
は
、
も
は
や
心
で
は
な
く
〝
魂
〟
に
届
く
支
援

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
被
災
し
苦
悩
す
る
方
が

た
の
背
景
の
全
て
を
、
善
悪
と
い
う
相
対
的
価
値

観
を
も
超
え
て
自
分
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
て

い
っ
て
く
れ
る
の
は
誰
な
の
か
…
』と
あ
り
ま
す
。

被
災
地
に
対
す
る
支
援
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も

に
減
少
し
、
風
化
に
よ
り
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
被
災
地
の
悼
み
を
引
き
受
け
、
そ
の

苦
悩
に
ど
う
寄
り
添
っ
て
い
け
る
の
か
。

　

今
後
も
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
魂
に
届
く

取
り
組
み
を
、
あ
ら
た
め
て
〝
い
ま
こ
こ
か
ら
〟

は
じ
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

曹
洞
宗
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
室
分
室
主
事

／
久
間
泰
弘

魂
に
届
く
支
援
に

伝
え
繋
げ
て
い
く
こ
と
を

共
に
汗
を
流
し
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平
成
29
年
３
月
11
日
、
東
日
本
大
震
災
発
災
か

ら
丸
６
年
、
七
回
忌
を
迎
え
ま
す
。

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
（
以
下
、
全
曹
青
）
で
は
、

19
期
に
福
島
県
伊
達
市
成
林
寺
様
境
内
に
設
置
さ

れ
た
全
曹
青
災
害
復
興
支
援
現
地
本
部
の
立
ち
上

げ
か
ら
今
日
ま
で
、
20
期
・
21
期
と
支
援
活
動
を

継
続
的
に
行
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

全
曹
青
で
は
七
回
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
福

島
県
福
島
市
圓
通
寺
御
住
職
・
吉
岡
棟
憲
老
師
に

ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
老
師
が
園
長
を
お
勤
め
の

学
校
法
人
ル
ン
ビ
ニ
ー
学
園
が
運
営
す
る
福
島
ル

ン
ビ
ニ
ー
幼
稚
園
、
ま
た
圓
通
寺
様
の
境
内
・
本

堂
・
檀
信
徒
会
館
を
会
場
に
お
借
り
し
、
逮
夜
に

あ
た
る
３
月
10
日
に
二
部
構
成
の
「
東
日
本
大
震

災
七
回
忌
・
慰
霊
復
興
祈
願
の
つ
ど
い
」
を
開
催

い
た
し
ま
す
。

　

第
一
部
は
ル
ン
ビ
ニ
ー
幼
稚
園
に
在
園
し
て
い

る
園
児
を
対
象
に
行
い
ま
す
。
園
児
た
ち
は
全
て

震
災
後
に
誕
生
し
た
子
ど
も
た
ち
で
す
の
で
、
成

長
や
情
操
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
配
慮
し
た
上

で
、
青
年
僧
侶
に
よ
る
「
同
事
」
に
関
す
る
寸
劇

上
演
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
、
園
内
中

庭
で
保
護
者
の
皆
様
と
合
流
し
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

載
せ
た
風
船
を
空
に
飛
ば
し
ま
す
。

　

第
二
部
は
場
所
を
圓
通
寺
様
に
移
し
、
全
曹
青

安
逹
瑞
樹
会
長
導
師
の
下
、
山
形
県
曹
洞
宗
青
年

会
が
中
心
と
な
り
、
萬
灯
供
養
に
よ
る
東
日
本
大

震
災
七
回
忌
逮
夜
供
養
「
祈
り
の
時
間
」
を
行
い

ま
す
。
最
後
に
、
江
戸
時
代
に
は
慰
霊
鎮
魂
と
し

て
打
ち
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
花
火
を
、「
鎮
魂

の
花
火
」
と
し
て
大
空
高
く
打
ち
上
げ
、
全
曹
青

21
期
の
テ
ー
マ
「
笑
顔
の
君
と
お
な
じ
空
を
見
上

げ
て
」
の
如
く
、
参
加
者
全
員
で
共
に
お
な
じ
空

を
見
上
げ
、
慰
霊
と
復
興
を
花
火
に
祈
り
ま
す
。

　

ま
た
福
島
県
・
宮
城
県
・
岩
手
県
で
３
月
10
日

か
ら
11
日
に
か
け
て
、
沿
岸
部
各
所
の
寺
院
等
で

慰
霊
法
要
が
執
り
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。全
曹
青
、

ま
た
全
国
各
地
か
ら
参
集
し
た
青
年
僧
侶
も
、
こ

れ
ら
の
法
要
の
い
く
つ
か
に
随
喜
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
共
に
慰
霊
と
復
興
を
祈
り
ま
す
。

　

自
然
災
害
の
強
大
な
力
に
私
た
ち
が
無
力
な
の

は
残
念
な
が
ら
仕
方
の
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
被
災
地
で
命
が
助
か
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
自
死
・
孤
独
死
が
起
っ
て
い
る
こ

と
は
僧
侶
と
し
て
行
動
に
移
さ
な
い
わ
け
に
は
ま

い
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
継
続
的
に
支
援
を
行
わ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
少
し
で
も
そ
の
お
気
持
ち

に
寄
り
添
う
こ
と
が
私
た
ち
僧
侶
の
役
割
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
当
日
は
被
災
地
で
愛
す
べ
き
人
を

亡
く
さ
れ
た
方
が
た
、
被
災
さ
れ
た
方
が
た
、
子

ど
も
達
、
全
国
の
僧
侶
の
皆
様
と
一
緒
に
「
お
な

じ
空
を
見
上
げ
て
」、
共
に
弔
い
の
時
間
に
な
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

文
／
災
害
復
興
支
援
部
事
務
局
長　

城
市
泰
紀

※
「
東
日
本
大
震
災
七
回
忌
・
慰
霊
復
興
祈
願
の

つ
ど
い
」の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、『
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｓ

Ｅ
Ｉ
』１
７
５
号
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
下
さ
い
。

七
回
忌
「
慰
霊
復
興
祈
願
の
つ
ど
い
」

福
島
市
・
圓
通
寺
で
平
成
29
年
３
月
10
日
開
催



13

　

5
回
目
を
迎
え
た
『
つ
る
み
夢
ひ
ろ
ば
in
總
持

寺
』
に
、
昨
年
同
様
大
本
山
總
持
寺
様
よ
り
出
展

の
お
話
を
い
た
だ
き
、
ブ
ー
ス
出
展
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
『
つ
る
み
夢
ひ
ろ
ば
in
總
持
寺
』
は
、
東

日
本
大
震
災
が
起
き
た
5
年
前
に
復
興
支
援
を
掲

げ
て
始
め
ら
れ
、
大
本
山
總
持
寺
・
鶴
見
区
、
そ

れ
に
賛
同
し
て
い
た
だ
け
る
個
人
・
企
業
・
団
体

で
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
出
展
に
際
し
て
全
国

曹
洞
宗
青
年
会
（
以
下
、
全
曹
青
）
災
害
復
興
支

援
部
で
は
、
目
的
と
テ
ー
マ
に
あ
る
被
災
地
支
援

と
防
災
に
関
わ
る
ブ
ー
ス
を
設
置
し
、
義
援
金
箱

や
パ
ネ
ル
展
（
第
19
期
に
作
成
し
た
支
援
活
動
の

写
真
パ
ネ
ル
）
に
第
20
期
、
第
21
期
の
活
動
風
景

を
追
加
し
た
も
の
を
ブ
ー
ス
内
に
展
示
し
ま
し

た
。

　

更
に
今
回
は
近
藤
産
興
株
式
会
社
（
愛
知
県
名

古
屋
市
南
区
）
の
ご
好
意
に
よ
り
、
災
害
時
の
炊

き
出
し
や
災
害
備
蓄
と
し
て
も
活
用
出
来
る
様
に

と
中
古
調
理
器
具
を
大
量
に
ご
寄
付
い
た
だ
き
、

こ
の
物
品
の
中
か
ら
一
部
を
東
日
本
大
震
災
七
回

忌
に
向
け
て
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
出
品
物
と

し
て
販
売
し
ま
し
た
。

　

売
上
金
は
全
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
に
入
金

し
、
購
入
者
・
募
金
協
力
者
に
は
総
合
企
画
委
員

会
が
制
作
し
た
復
興
ロ
ウ
ソ
ク『
復
興
へ
の
灯
火
』

（
約
千
本
、
詳
細
は
下
部
記
事
参
照
）
を
お
持
ち

帰
り
い
た
だ
き
、
七
回
忌
に
向
け
た
被
災
地
支
援

の
活
動
の
周
知
を
図
り
ま
し
た
。

文
／
副
会
長　

倉
島
隆
行

　
「
全
国
か
ら
被
災
地
に
願
い
と
祈
り

を
」
の
想
い
で
ス
タ
ー
ト
し
た
復
興
ロ
ウ

ソ
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
加
盟
青
年
会
よ

り
多
く
の
ロ
ウ
ソ
ク
を
ご
提
供
い
た
だ

き
、
９
０
０
０
本
の
復
興
ロ
ウ
ソ
ク
「
復

興
へ
の
灯
火
」
へ
と
再
生
さ
れ
ま
し
た
。

ご
協
力
い
た
だ
い
た
加
盟
青
年
会
、
並

び
に
企
画
趣
旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
き
ご

助
力
い
た
だ
い
た
全
日
本
ロ
ー
ソ
ク
工

業
会
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

全
国
各
地
か
ら
の
想
い
が
詰
ま
っ
た

復
興
ロ
ウ
ソ
ク
は
、
大
本
山
總
持
寺
に

て
開
催
さ
れ
た
東
日
本
大
震
災
復
興
イ

ベ
ン
ト
「
第
5
回
つ
る
み
夢
ひ
ろ
ば
」
の

参
拝
者
、
曹
洞
宗
青
年
会
東
北
集
会
「
東

日
本
大
震
災
七
回
忌
法
要
」
の
参
列
者
へ

記
念
品
と
し
て
お
配
り
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

ま
た
３
月
に
開
催
す
る
全
曹
青
主
催
・

東
日
本
大
震
災
七
回
忌
「
慰
霊
復
興
祈
願

の
つ
ど
い
」
や
、
曹
洞
宗
福
島
県
青
年
会
東
日
本

大
震
災
七
回
忌
法
要
・
復
興
祈
願
法
要
イ
ベ
ン
ト

に
て
、参
加
者
へ
お
配
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

全
国
の
皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
ロ
ウ
ソ
ク
は

「
復
興
へ
の
灯
火
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
被

災
地
の
方
が
た
や
被
災
地
の
支
援
を
す
る
方
が
た

の
も
と
で
、
穏
や
か
な
祈
り
の
時
間
を
与
え
、
復

興
へ
の
未
来
を
照
ら
し
て
い
る
こ
と
を
ご
報
告

し
、
御
礼
の
言
葉
と
か
え
さ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

文
／
総
合
企
画
委
員
長　

岡
島
典
文

第
5
回「
つ
る
み
夢
ひ
ろ
ば
in
總
持
寺
」

パ
ネ
ル
展
や
チ
ャ
リ
テ
ィ
バ
ザ
ー
を
出
展

平
成
28
年
11
月
３
日

復興ロウソク
「復興への灯火」
御礼とご報告
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平
成
28
年
10
月
24
日
午
前
10
時
か

ら
、
岩
手
県
釜
石
市
の
カ
リ
タ
ス
釜
石

様
と
カ
ト
リ
ッ
ク
釜
石
教
会
様
を
会
場

に
、「
味
来
食
堂
in
釜
石 

～
坐
禅
と
僧

食
を
学
ぼ
う
～
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

僧
侶
側
は
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会（
以

下
、
全
曹
青
）
の
神
作
副
会
長
、
岩
手

県
曹
洞
宗
青
年
会
の
石
ケ
森
会
長
ら
東

北
を
中
心
に
８
人
が
参
集
。
参
加
者
は
、

地
元
の
方
が
た
を
中
心
に
17
人
が
参
加

さ
れ
ま
し
た
。

　

先
ず
参
加
者
は
教
会
２
階
の
礼
拝
堂

に
移
動
。
教
化
法
式
委
員
会
の
金
森
副

委
員
長
か
ら
坐
禅
の
作
法
に
つ
い
て
ご

説
明
し
、
全
員
で
心
静
か
に
15
分
の
坐

禅
を
行
じ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
隣
接
す
る
建
物
の
調
理
場

に
移
動
し
、
参
加
者
と
僧
侶
が
共
に
調

理
を
行
い
な
が
ら
、
６
品
の
精
進
料
理

を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

　

石
ケ
森
会
長
が
冒
頭
の
ご
挨
拶
で「
い

つ
も
と
違
い
、
キ
リ
ス
ト
様
の
前
で
坐

禅
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
改
め

て
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
」
と
お

話
し
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
今
回
の
開

催
は
、
教
会
の
御
堂
で
曹
洞
宗
の
坐
禅

を
行
う
と
い
う
有
難
い
ご
縁
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。
震
災
直
後
か
ら
活
動
さ
れ
て

き
た
カ
リ
タ
ス
釜
石
様
と
共
に
、
ま
た
、

宗
教
を
超
え
て
共
に
復
興
を
願
う
大
切

さ
を
実
感
で
き
た
開
催
で
し
た
。

「味来食堂」
東北開催

全国曹洞宗青年会（以下、全曹青）では、教化法式委員会の継続事業「味来食堂」を
地元青年会の協力をいただき東北で開催することにより、青年僧侶と参加者との共
同作業の中で交流を深めております。既に岩手、宮城での開催を行い、平成29年
2月には福島県での開催を予定しております。

　

平
成
28
年
12
月
２
日
午
前
９
時
30
分

か
ら
、
宮
城
県
亘
理
町
の
亘
理
町
農
村

環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
、「
味
来

食
堂 

～
僧
食
を
学
ぼ
う
」が
開
催
さ
れ
、

僧
侶
は
天
野
東
北
管
区
理
事
を
は
じ
め

地
元
宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
、
曹
洞
宗

東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
室
分
室
、
全

曹
青
か
ら
９
人
が
参
加
。
一
般
の
方
は

近
隣
や
県
内
の
方
31
人
が
参
加
さ
れ
ま

し
た
。

　

今
回
は
、
初
め
に
精
進
出
汁
の
ご
紹

介
を
し
た
後
、
調
理
テ
ー
ブ
ル
毎
に
別

別
の
料
理
を
進
め
て
い
く
方
式
を
取
り
、

合
間
に
は
冷
や
す
・
蒸
ら
す
の
調
理
工

程
の
間
に
休
憩
を
入
れ
る
と
い
う
今
ま

で
と
は
少
し
違
っ
た
進
め
方
と
な
り
ま

し
た
。
休
憩
時
に
は
、
お
茶
を
い
た
だ

き
な
が
ら
参
加
者
同
士
や
青
年
僧
ス

タ
ッ
フ
と
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

２
時
間
ほ
ど
の
調
理
で
６
品
の
精
進

料
理
が
完
成
。
全
員
で『
五
観
の
偈
』を

お
唱
え
し
て
か
ら
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

最
後
は
後
片
付
け
、
洗
い
物
、
拭
き
上

げ
ま
で
参
加
者
で
行
い
ま
し
た
。

　

参
加
者
の
中
に
は「
お
坊
さ
ん
と
一
緒

に
料
理
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
聞
い

て
、
震
災
以
降
は
人
が
集
ま
る
と
こ
ろ

を
避
け
て
い
た
が
、
久
し
ぶ
り
に（
人
が

集
ま
る
場
に
）来
た
」と
語
ら
れ
る
参
加

者
も
お
ら
れ
ま
し
た
。

上
下
と
も　

文
／
広
報
委
員
長

宮
入
真
道

教会の御堂で坐禅　味来食堂in釜石

精進料理に人びと集う　味来食堂in亘理町
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平
成
28
年
12
月
14
日
、
福
島
市
の
曹
洞
宗
東
日
本
大
震
災

復
興
支
援
室
分
室（
以
下
、
分
室
）会
議
室
を
会
場
に
、
曹
洞

宗
復
興
支
援
室
と
全
国
曹
洞
宗
青
年
会（
以
下
、
全
曹
青
）の

合
同
会
議
が
行
わ
れ
、
武
藤
総
務
部
福
祉
課
係
長
、
全
曹
青

安
逹
会
長
、
石
ケ
森
岩
手
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長
、
瀧
澤
曹

洞
宗
福
島
県
青
年
会
会
長
以
下
19
人
が
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
平
成
29
年
３
月
10
日
に
開
催
さ
れ
る「
慰
霊

復
興
祈
願
の
つ
ど
い
」の
打
ち
合
わ
せ
を
中
心
に
、
前
後
の
慰

霊
法
要
に
関
す
る
動
向
な
ど
を
確
認
・
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
武
藤
係
長
か
ら
は
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
事
業
に
つ
い
て
、

昨
今
の
自
然
災
害
の
多
さ
を
鑑
み
、
西
日
本
に
新
た
に
ス
ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
を
設
け
る
計
画
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
ご
報
告
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

翌
日
の
15
日
に
は
、「
慰
霊
復
興
祈
願
の
つ
ど
い
」の
会
場
と

さ
せ
て
い
た
だ
く
福
島
市
圓
通
寺
様
に
安
逹
会
長
以
下
５
人

が
お
伺
い
し
、
現
地
で
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
ま
し
た
。

　

平
成
28
年
12
月
21
日
、
福
島
県
伊
達
郡
国
見
町
の
大
木
戸

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
、
年
末
鍋
行
茶
を
開
催
い
た

し
ま
し
た
。
当
日
は
近
隣
の
仮
設
住
宅
に
暮
ら
す
方
が
た
を

ご
招
待
し
、
地
元
社
会
福
祉
協
議
会
の
皆
様
、
曹
洞
宗
宗
務

庁
か
ら
河
村
総
務
部
長
を
は
じ
め
総
務
部
の
皆
様
、
久
間
支

援
室
分
室
主
事
を
は
じ
め
分
室
の
皆
様
、
地
元
曹
洞
宗
福
島

県
青
年
会
や
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
、
長
野
県
第
一
宗
務
所

青
年
会
か
ら
参
加
の
青
年
僧
に
加
え
、
全
曹
青
参
加
者
ら
50

人
以
上
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　

今
回
で
５
回
目
と
な
っ
た
鍋
行
茶
。
全
国
か
ら
お
寄
せ
い

た
だ
い
た
食
材
や
飲
み
物
が
テ
ー
ブ
ル
を
彩
り
、
秋
田
の「
き

り
た
ん
ぽ
鍋
」
に
加
え
、
島
根
の「
ネ
ギ
塩
豚
鍋
」
広
島
の
カ

キ
と
愛
知
の
カ
ニ
を
具
材
と
し
た「
雪
見
鍋
」の
３
種
類
の
鍋

を
メ
イ
ン
に
、
当
日
参
集
し
た
方
が
た
の
地
元
料
理
も
添
え

ら
れ
、
例
年
に
も
劣
ら
な
い
お
も
て
な
し
と
な
り
ま
し
た
。

　

毎
年
恒
例
と
な
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
抽
選
会
の
後
、
安
逹
会

長
の
ギ
タ
ー
伴
奏
と
酒
井
副
会
長
の
主
導
に
よ
る
参
加
者
全

員
の
合
唱
。
福
島
県
出
身
の
丘
灯
至
夫
作
詞
、
古
関
裕
而
作

曲
の「
高
原
列
車
は
行
く
」を
は
じ
め
、「
３
６
５
日
の
紙
飛
行

機
」「
上
を
向
い
て
歩
こ
う
」な
ど
を
合
唱
。
最
後
は
参
加
僧
侶

が
ス
テ
ー
ジ
上
で
肩
を
組
み
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｐ
の「
世
界
に
一
つ
だ

け
の
花
」を
会
場
全
体
で
歌
い
ま
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
６
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
今
、
今
後

の
状
況
次
第
で
は
国
見
町
で
行
う
鍋
行
茶
は
今
回
が
最
後
と

な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
。
毎
年
こ

の
鍋
行
茶
を
楽
し
み
に
し
て
お
ら
れ
る
方
が
た
が
故
郷
に
戻

る
こ
と
が
で
き
る
日
が
来
る
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
す
が
、
依
然

残
さ
れ
た
課
題
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
七
回
忌
が
一
区
切
り

で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
後
も
分
室
の
皆
様
と
共
に
、
全
曹
青

と
し
て
福
島
の
皆
様
と
の
ご
縁
を
大
切
に
し
て
い
け
れ
ば
と

の
思
い
を
新
た
に
い
た
し
ま
し
た
。

上
下
と
も　

文
／
広
報
委
員
長　

宮
入
真
道

復興支援室と
全曹青の合同会議を実施

恒例の年末鍋行茶
福島県国見町で開催

平成 28 年 12 月 14 日

平成 28 年 12 月 21 日



16

　

平
成
28
年
10
月
18
日
・
19
日
の
両
日
に
亘
り
、

山
口
県
山
口
市
で
第
39
回
中
国
曹
洞
宗
青
年
会
山

口
大
会
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
間
も
な
く
６
年
、
記
憶
を

風
化
し
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
、
近
年
頻
繁
に
発

生
す
る
自
然
災
害
に
よ
る
多
く
の
被
害
、
私
た
ち

に
で
き
る
支
援
と
は
何
か
。
今
大
会
は「『
一
如
』

ichinyo 

～
心
を
同
じ
く
し
一
船
に
乗
る
が
ご
と
く 

～
」を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
同
じ
時
代
を
生
き
る
仲
間

と
し
て
共
に
生
き
る
こ
と
、
分
か
ち
合
い
・
支
え

合
い
の
輪
が
更
に
広
が
っ
て
い
く
よ
う
に
、
願
い

を
こ
め
大
会
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。

　

大
会
１
日
目
は『
心
の
大
学
講
座
』
を
併
催
し
、

一
般
の
方
に
も
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
復

興
支
演
舞
台『
イ
シ
ノ
マ
キ
に
い
た
時
間
』（
東
日
本

大
震
災
後
、
約
１
年
に
亘
り
宮
城
県
石
巻
市
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
従
事
し
た
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
で

あ
り
脚
本
・
演
出
家
で
も
あ
る
福
島
カ
ツ
シ
ゲ
氏

が「
今
こ
そ
、
今
だ
か
ら
こ
そ
、
役
者
に
で
き
る
こ

と
が
あ
る
」
と
２
０
１
１
年
冬
に
書
き
上
げ
た
作

品
）の
映
像
上
映
、
ア
フ
タ
ー
ト
ー
ク
は
福
島
カ
ツ

シ
ゲ
氏
と
石
巻
在
住
写
真
家
の
鈴
木
省
一
氏
に
当

時
と
現
在
の
石
巻
を
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

大
会
２
日
目
は
中
国
地
区
青
年
僧
侶
、
県
内
僧

侶
・
寺
族
を
対
象
に
、
復
元
納
棺
師
と
し
て
東
日

本
大
震
災
で
も
活
動
さ
れ
、
ま
た
、
遺
族
の
方
へ

の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
も
行
っ
て
こ
ら
れ
た
笹
原
留
似

子
氏
に『
復
元
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
て
～
東
日

本
大
震
災
の
安
置
所
か
ら
～
』と
題
し
て
、
た
く
さ

ん
の
死
を
み
つ
め
、
ご
遺
族
の
深
い
悲
し
み
に
向

き
合
っ
て
こ
ら
れ
た
視
点
か
ら
ご
講
演
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

大
会
１
日
目
は
約
２
５
０
人
、
大
会
２
日
目
は

約
１
０
０
人
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
、
参
加
さ
れ

た
方
が
た
か
ら
は「
素
晴
ら
し
い
舞
台
だ
っ
た
」「
支

援
を
考
え
る
機
会
に
な
っ
た
」「
貴
重
な
講
演
だ
っ

た
」
と
、
お
声
が
け
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
被
災

さ
れ
た
方
が
た
と
向
き
合
っ
て
来
ら
れ
た
方
の
体

験
や
思
い
に
触
れ
て
い
た
だ
き
、
感
じ
た
こ
と
を

伝
え
繋
げ
て
い
く
機
縁
と
し
て
実
り
あ
る
大
会
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
大
会
に
際
し
ま
し
て
、
ご
協
賛
ご
後
援
を
い

た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

合
掌

文
／
山
口
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長　

清
木
隆
法

第
39
回
中
国
曹
洞
宗
青
年
会
・
山
口
大
会

『
一
如
』ichinyo 

～
心
を
同
じ
く
し
一
船
に
乗
る
が
ご
と
く
～

加盟
団体

平
成
28
年
10
月
18
日
・
19
日
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平
成
28
年
11
月
９
日
、
宮
城
県
仙
台
市
の
仙
台

サ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
を
会
場
に
、
第
41
回
曹
洞
宗

青
年
会
東
北
地
方
集
会
宮
城
大
会「
ま
ご
こ
ろ
に

生
き
る
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

午
前
10
時
か
ら
記
念
式
典
が
行
わ
れ
、「
佛
祖
諷

経
」を
天
野
大
真
大
会
会
長（
東
北
地
区
曹
青
連
絡

協
議
会
会
長
）の
導
師
の
下
で
お
勤
め
し
、
天
野
大

会
会
長
、
北
村
暁
秀
大
会
実
行
委
員
長（
宮
城
県

曹
洞
宗
青
年
会
会
長
）の
挨
拶
や
来
賓
各
位
の
御

祝
辞
を
い
た
だ
い
た
後
、
大
会
に
集
っ
た
一
同
が

復
興
へ
の
心
を
新
た
に
す
る『
誓
願
文
』を
、
天
野

会
長
が
代
表
し
て
宣
読
さ
れ
ま
し
た
。

「
同
悲
同
苦
の
菩
薩
行
―
ま
ご
こ
ろ
に
生
き
る
―

体
現
者
と
し
て
と
も
に
歩
む
」

（
第
41
回
曹
洞
宗
青
年
会
東
北
地
方
集
会
宮
城
大

会『
誓
願
文
』か
ら
引
用
）

　

ま
た
、
大
会
の
最
後
に
は
次
期
開
催
県
を
青
森

県
と
す
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
、
大
会
実
行
委
員
長

の
絡
子
が
北
村
実
行
委
員
長
か
ら
天
野
会
長
の
手

に
戻
り
、
次
期
開
催
県
の
山
口
龍
堂
師（
青
森
県

曹
洞
宗
青
年
会
会
長
）に
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
般
の
方
は
午
後
０
時
30
分
に
開
場
予
定
で
し

た
が
、
当
日
は
強
い
風
の
中
、
多
く
の
方
が
ホ
ー

ル
前
で
お
待
ち
い
た
だ
き
、
予
定
よ
り
早
め
に
開

場
す
る
と
２
，０
０
０
席
ほ
ど
の
ホ
ー
ル
が
30
分
と

経
た
ず
に
満
席
と
な
り
ま
し
た
。
北
村
大
会
実
行

委
員
長
の
挨
拶
の
後
、
午
後
１
時
30
分
か
ら
第
一

部
「
東
日
本
大
震
災
七
回
忌
法
要
」が
、
大
本
山
總

持
寺
貫
首
江
川
辰
三
大
禅
師
猊
下
御
親
修
の
下
、

厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
会
場
内
に
は
散
華
が
舞
い
、

歎
佛
会
法
要
を
お
勤
め
し
、
厳
か
な
読
経
に
よ
り

犠
牲
と
な
ら
れ
た
方
の
追
悼
と
復
興
へ
の
誓
願
を

祈
り
ま
し
た
。
参
加
者
お
一
人
お
一
人
も
手
を
合

わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
胸
に
祈
り
を
捧
げ
ま

し
た
。

　

午
後
３
時
か
ら
は
第
二
部
「
復
興
祈
念　

和
太

鼓
」
が
、
三
重
県
曹
洞
宗
青
年
会
有
志「
鼓く

す司
」
に

よ
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
慰
霊
と
鎮
魂
、
そ
し
て
復

興
へ
の
祈
り
を
音
に
乗
せ
、
静
と
動
が
絶
妙
に
組

み
込
ま
れ
た
壮
大
な
和
太
鼓
が
ホ
ー
ル
内
に
響
き

渡
り
、
演
奏
後
は
万
雷
の
拍
手
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

午
後
４
時
前
か
ら
は
第
三
部
と
し
て
、シ
ン
ガ
ー

ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
南
こ
う
せ
つ
氏
に
よ
る「
追
悼

復
興
コ
ン
サ
ー
ト
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
大
震
災

の
こ
と
、
曹
洞
宗
と
の
繋
が
り
な
ど
の
ト
ー
ク
を

挟
み
な
が
ら
、
ご
自
身
の
代
表
曲
の
演
奏
、
ま
た
、

今
大
会
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る「
ま
ご
こ
ろ
に
生
き

る
」も
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

文
／
広
報
委
員
長　

宮
入
真
道

加盟団体

第
41
回
曹
洞
宗
青
年
会
東
北
地
方
集
会
宮
城
大
会

～
ま
ご
こ
ろ
に
生
き
る
～

平
成
28
年
11
月
９
日
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平
成
28
年
11
月
27
日
、
愛
知
県
第
一
曹
洞
宗
青

年
会
40
周
年
記
念
事
業
・
第
40
回
東
海
管
区
曹
洞

宗
青
年
会
大
会「
禅
の
つ
ど
い
」が
大
本
山
永
平
寺

名
古
屋
別
院
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

午
前
9
時
か
ら
、
約
１
０
０
人
の
一
般
参
加
者

が
見
守
る
中
、開
講
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、

坐
禅
や
写
経
ま
た
線
香
作
り
や
数
珠
作
り
等
の
体

験
講
座
が
設
け
ら
れ
、
参
加
者
は
真
剣
な
眼
差
し

で
取
り
組
ま
れ
ま
し
た
。

　

体
験
講
座
が
終
る
と
昼
食
に
は
典
座
寮
お
手
製

の
精
進
料
理
を
心
静
か
に
い
た
だ
き
、
午
後
1
時

か
ら
愛
知
県
第
一
曹
洞
宗
青
年
会
か
ら
名
古
屋
別

院
へ
贈
呈
さ
れ
た
写
経
観
音
像
の
開
眼
法
要
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
導
師
を
名
古
屋
別
院
監
院
井
上
義

臣
老
師
が
務
め
ら
れ
、
法
要
後
に
は
仏
師
の
小
林

美
照
師
よ
り
写
経
観
音
像
の
説
明
を
受
け
、
参
加

者
が
午
前
中
に
心
を
込
め
て
書
い
た
写
経
用
紙
を

各
各
の
手
に
よ
っ
て
納
経
さ
れ
ま
し
た
。

　

午
後
2
時
か
ら
六
代
目
三
遊
亭
円
楽
師
匠
を
お

迎
え
し
て『
笑
顔
の
日
本
語
～
ユ
ー
モ
ア
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
～
』と
題
し
、
記
念
講
演
会
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　
「
ま
ず
初
め
に
皆
様
に
お
伝
え
し
た
い
事
が
ご
ざ

い
ま
す
。
歌
丸
は
生
き
て
ま
す
！
」こ
の
言
葉
か
ら

始
ま
っ
た
講
演
会
は
今
ま
で
坐
禅
や
写
経
、
線
香

作
り
や
数
珠
作
り
、
ま
た
昼
食
や
法
要
な
ど
参
加

者
に
と
っ
て
は
言
葉
を
発
せ
な
い
緊
張
状
態
か
ら

一
気
に
解
放
さ
れ
た
瞬
間
で
し
た
。

　

師
匠
は
27
歳
で『
笑
点
』の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に
抜
擢

さ
れ
、
以
来
39
年
間
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
座
に
就
か
れ

て
い
ま
す
が
、
20
年
ほ
ど
前
に「
言
葉
」
に
つ
い
て

思
い
悩
み
、
勉
強
を
し
直
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ

の
時
の
例
と
し
て
こ
の
様
な
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

英
語
字
幕
の
付
い
た
日
本
の
時
代
劇
を
見
て
い

た
ら
、
あ
る
侍
が
「
お
控
え
な
す
っ
て
」
と
言
い
ま

し
た
。
皆
さ
ん
こ
の
「
お
控
え
な
す
っ
て
」
の
英
語

訳
は
何
だ
と
お
も
い
ま
す
か
？ 

そ
の
時
代
劇
で
は

「how
 are you

？
」
で
す
よ
。
日
本
人
の
気
持

ち
と
し
て
「
お
控
え
な
す
っ
て
」
は
決
し
て
「how

 

are you

？
」で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

　

日
本
語
の
成
り
立
ち
や
言
葉
の
使
い
方
を
勉
強

す
る
に
つ
れ
、
そ
の
国
の
言
葉
で
し
か
伝
わ
ら
な

い「
息
吹
き
」「
血
の
匂
い
」「
そ
の
人
が
背
負
っ
て
い

る
も
の
」が
言
葉
の
中
に
存
在
し
て
い
る
事
に
気
づ

か
れ
た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、「
笑
い
」は
人
間
が
持
っ
て
い
る
高
度
な
感

情
で
あ
り
、
笑
い
を
作
り
出
す
・
笑
わ
せ
る
と
い

う
行
為
も
人
間
だ
け
が
出
来
る
行
為
で
あ
る
の
に
、

最
近
で
は
経
済
主
体
の
時
代
に
な
り
「
笑
い
」が
少

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
自
殺
者
が
増
え
、
医
者

に「
ス
ト
レ
ス
で
す
」
と
言
わ
れ
る
と
安
心
し
て
し

ま
う
世
の
中
に
な
っ
た
。考
え
方
を
変
え「
柳
に
風
」

で
ス
ト
レ
ス
を
緩
や
か
に
忘
れ
て
い
く
事
も
大
事

と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
日
本
語
に
は
様
ざ
ま
な
表
現
方
法
が

有
り
、
人
間
だ
け
が
笑
い
人
間
だ
け
が
相
手
を
笑

わ
せ
る
言
葉
を
持
っ
て
い
る
。
人
と
人
は
そ
の
様

ざ
ま
な
言
葉
と
笑
顔
で
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
と
お

話
さ
れ
講
演
会
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

演
題
の
と
お
り
最
後
ま
で
笑
顔
と
笑
い
の
90
分

間
で「
ま
だ
ま
だ
聞
い
て
い
た
い
」「
良
い
意
味
で
、

も
の
足
り
な
い
」「
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
」等
、
参
加
さ
れ
た
方
が
た
も
笑
顔
で
話
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
。文

／
広
報
副
委
員
長　

鬼
頭
大
輝

加盟団体

第
40
回
東
海
管
区
曹
洞
宗
青
年
会
大
会

禅
の
つ
ど
い

平
成
28
年
11
月
27
日
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平
成
28
年
11
月
14
日
か
ら
15
日
に
か
け
、
曹
洞

宗
檀
信
徒
会
館
４
階「
芙
蓉
の
間
」
を
会
場
に
、
執

行
部
会
・
理
事
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

七
回
忌
を
迎
え
る
東
日
本
大
震
災
に
際
し
、
全

国
曹
洞
宗
青
年
会（
以
下
、
全
曹
青
）が
３
月
10
日

に
主
催
す
る「
慰
霊
復
興
祈
願
の
つ
ど
い
」や
、
前

後
に
行
わ
れ
る
慰
霊
法
要
へ
の
随
喜
な
ど
に
つ
い

て
、
詳
細
を
話
し
合
い
ま
し
た
。
ま
た
、
各
委
員

会
の
活
動
中
間
報
告
と
会
計
中
間
報
告
に
つ
い
て

精
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
28
年
11
月
16
日
午
前
10
時
か
ら
、
大
本
山

總
持
寺
三
松
閣
４
階
大
講
堂
で
、
東
日
本
大
震
災

七
回
忌
予
修
法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。
全

曹
青
の
参
加
者
、
各
管
区
理
事
の
方
が
た
、
各
青

年
会
の
会
長
を
務
め
る
評
議
員
の
方
が
た
が
集
い
、

安
逹
会
長
を
導
師
に
本
尊
上
供
と『
普
門
品
偈
』を

読
誦
し
、
復
興
へ
の
願
い
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　

予
修
法
要
終
了
後
、
同
じ
く
大
講
堂
を
会
場
に
、

午
前
10
時
か
ら
東
日
本
大
震
災
被
災
地
の
現
状
報

告
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
の
北
村
暁
秀
会
長
か
ら

は
、
こ
れ
ま
で
の
多
岐
に
わ
た
る
支
援
活
動
を
振

り
返
り
、
慰
霊
供
養
を
通
じ
て「
心
の
復
興
」に
寄

与
し
て
い
き
た
い
と
語
ら
れ
ま
し
た
。
未
だ
他
校

の
敷
地
に
建
て
ら
れ
た
仮
設
校
舎
で
の
学
校
生
活

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
現
状
が

伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

曹
洞
宗
福
島
県
青
年
会
の
瀧
澤
勝
俊
会
長
か
ら

は
、
原
発
事
故
で
地
域
に
経
済
的
な
格
差
が
生
ま

れ
た
こ
と
、
多
く
の
家
族
が
分
断
さ
れ
て
い
る
現

状
を
話
さ
れ
ま
し
た
。「
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
ふ
く

し
ま
」に
寄
せ
ら
れ
る
子
ど
も
か
ら
の
相
談
に
進
路

の
不
安
や
自
傷
行
為
に
関
す
る
内
容
が
多
い
こ
と

に
ふ
れ
、
苦
し
い
胸
中
を
明
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

岩
手
県
曹
洞
宗
青
年
会
の
石
ケ
森
桂
山
会
長
か

ら
は
、
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
て
被
災
当
時
か
ら
現
在

ま
で
の
変
遷
と
、
復
旧
の
進
ま
な
い
台
風
10
号
の

甚
大
な
被
害
状
況
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
県
が
南

北
に
長
い
た
め
七
回
忌
法
要
は
一
カ
所
で
勤
め
る

の
で
は
な
く
、
被
災
寺
院
に
青
年
会
員
を
派
遣
し

同
時
に
法
要
を
行
う
意
向
で
あ
る
と
発
表
さ
れ
ま

し
た
。

　

ど
の
県
の
会
長
も
、
こ
れ
ま
で
の
支
援
に
対
し

て
深
く
謝
意
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
支
援
活

動
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
３
県
の
青
年
会
の
皆
さ
ま

は
、
昨
年
11
月
９
日
に
開
催
さ
れ
た
東
北
地
方
集

会
宮
城
大
会
も
通
過
点
で
あ
り
、
同
じ
姿
勢
で
出

来
る
こ
と
を
続
け
て
い
き
た
い
と
一
様
に
力
を
込

め
ら
れ
ま
し
た
。

　

休
憩
後
、
同
じ
く
大
講
堂
を
会
場
に
、
午
後
１

時
か
ら
臨
時
評
議
員
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

来
賓
挨
拶
で
は
大
本
山
總
持
寺
後
堂
前
川
睦
生

老
師
か
ら
挨
拶
の
お
言
葉
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
ま
し
た
。

　

ま
た
、
次
期
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
22
期
で
倉
島

隆
行
新
会
長
を
支
え
る
副
会
長
候
補
、
河
口
智
賢

師
、
原
知
昭
師
、
菅
原
宗
玄
師
の
３
人
が
会
長
選

考
委
員
会
か
ら
推
薦
さ
れ
、
全
会
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
第
21
期
全
日
本
仏
教
青
年
会
の
理
事
長

は
曹
洞
宗
か
ら
推
戴
さ
れ
る
方
向
で
調
整
が
進
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

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
。

　

午
後
3
時
30
分
か
ら
行
わ
れ
た
臨
時
総
会
で

は
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
の
山
本
健
善
教
化
部
長
老
師

か
ら
挨
拶
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

続
い
て
臨
時
評
議
委
員
会
で
承
認
さ
れ
た
次
期

副
会
長
の
３
人
が
紹
介
さ
れ
、
全
会
一
致
で
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

執
行
部
会
・
理
事
会

東
日
本
大
震
災

七
回
忌
予
修
法
要

臨
時
評
議
員
会

臨
時
総
会

被
災
地
現
状
報
告
会
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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 。

京都　　神応寺　様
広島　　萬福寺　様
島根　　養善寺観音講　様
鹿児島　絋昭寺	　様
岩手　　青山寺	　様
秋田　　倫勝寺	　様

ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 感 謝 録

東 日 本 大 震 災
七回忌基金感謝録

東京	 曹洞宗宗務庁	様
東京	 青松寺	 様
東京	 長泉寺	 様
東京	 清巖寺	 様
東京	 光寶寺	 様
埼玉	 吉祥院	 様
群馬	 福厳寺	 様
茨城	 龍泉院	 様
茨城	 龍心寺	 様
千葉	 慶林寺	 様
千葉	 宗胤寺	 様
千葉	 満蔵寺檀信徒　高橋信之　様
静岡	 海藏寺	 様
静岡	 窓泉寺	 様
静岡	 長興寺	 様
静岡	 孤雲寺	 様
静岡	 洞雲寺	 様
静岡	 醫王寺	 様
静岡	 玉泉寺	 様
静岡	 清富寺	 様
静岡	 心岳寺	 様
静岡	 普門院	 様
静岡	 窓泉寺	 様
静岡	 正泉寺	 様
静岡	 真如寺	 様
愛知	 報恩寺	 様
愛知	 永澤寺	 様
愛知	 成福寺	 様
岐阜	 勝林寺	 様
三重	 一心院	 様
三重	 地蔵院	 様
三重	 禅龍寺	 様

京都	 龍献寺	 様
大阪	 吉祥院	 様
大阪	 黄梅寺	 様
兵庫	 醫王寺	 様
兵庫	 向榮寺	 様
岡山	 済渡寺	 様
広島	 達磨寺	 様
広島	 萬福寺	 様
広島	 善興寺	 様
広島	 延命寺	 様
山口	 吉祥寺	 様
島根	 完全寺	 様
島根	 龍覚寺	 様
島根	 法藏寺	 様
愛媛	 西禅寺	 様
愛媛	 本光寺	 様
長野	 盛隆寺	 様
長野	 長秀院	 様
長野	 普携寺	 様
長野	 宗徳寺	 様
長野	 廣正寺	 様
新潟	 長命寺	 様
新潟	 大慈寺	 様
新潟	 不動寺	 様
新潟	 曹源寺	 様
福島	 成林寺	 様
福島	 天澤寺	 様
福島	 大同寺	 様
宮城	 西雲寺	 様
宮城	 満福寺	 様
宮城	 洞松院	 様
宮城	 柳徳寺	 様

岩手	 正傳寺	 様
岩手	 瑞雲寺	 様
岩手	 恩流寺	 様
青森	 高澤寺	 様
青森	 盛雲院	 様
青森	 法蓮寺	 様
青森	 聖福寺	 様
山形	 満福寺	 様
山形	 永蓮寺	 様
山形	 瀧応寺	 様
秋田	 蚶満寺	 様
秋田	 宝昌寺	 様
秋田	 靈仙寺	 様
秋田	 東林寺	 様
秋田	 源正寺	 様
秋田	 圓福寺	 様
秋田	 宝円寺	 様
北海道	 孝徳寺	 様
北海道	 全修寺	 様
北海道	 観音寺	 様
北海道	 廣福寺	 様
北海道	 法德寺	 様
北海道	 含笑寺	 様
北海道	 第一宗務所第二教区　様
北海道	 曹洞宗北海道青年会　様
北海道	 第二宗務所第二教区青年部　様
北海道	 第三宗務所第三教区青年会道心会	様
北海道	 照心会	 様
北海道	 北斗会	 様
北海道	 芳村元悟	様



21

◆東京都
6	 光寶寺	 様
81	 長光寺	 様
113	 長泉寺	 様
118	 観音院	 様
177	 清巖寺	 様
256	 妙全院	 様
260	 永泉寺	 様
277	 東源寺	 様
317	 龍雲寺	 様
333	 雲慶院	 様

◆神奈川県第 2
77	 龍寳寺	 様
131	 乘福寺	 様

◆埼玉県第 1
67	 寳國寺	 様
392	 報恩寺	 様
	
◆埼玉県第 2	 	
319	 永源寺	 様
	
◆群馬県	 	
194	 善宗寺	 様
231	 泉福寺	 様
297	 福厳寺	 様
309	 永福寺	 様
311	 泉通寺	 様

◆栃木県	 	
202	 明林寺	 様

◆茨城県	
13	 龍泉院	 様
113	 常晃寺	 様
182	 龍心寺	 様
197	 長龍寺	 様

◆千葉県	 	
2	 宗胤寺	 様
7	 満蔵寺	 様
29	 慶林寺	 様
60	 東伝院	 様
198	 太高寺	 様
296	 東善寺	 様

◆山梨県	 	
45	 永昌院	 様
59	 信盛院	 様
曹洞宗
山梨県宗務所	様

◆静岡県第 1	
109	 玉泉寺	 様
459	 洞雲寺	 様
461	 心岳寺	 様
464	 正泉寺	 様
495	 普門院	 様

◆静岡県第２	 	
325	 海藏寺	 様
334	 清富寺	 様
362	 福泉寺	 様
	
◆静岡県第３
584	 長興寺	 様
609	 醫王寺	 様
612	 久翁寺	 様
676	 孤雲寺	 様
738	 真如寺	 様
870	 窓泉寺	 様

◆静岡県第 4
1140	竹林寺	 様

◆愛知県第１	
5	 功徳院	 様
17	 光明院	 様
101	 成福寺	 様
127	 龍潭寺	 様
306	 成福寺	 様
336	 弥勒寺	 様
625	 宝積寺	 様
635	 永澤寺	 様
644	 増福寺	 様

◆愛知県第２	 	
8684	花井寺	 様
915	 大栄寺	 様

◆愛知県第 3
431	 報恩寺	 様
557	 楞嚴寺	 様

◆岐阜県	
188	 洞泉寺	 様
219	 勝林寺	 様

◆三重県第 1
24	 一心院	 様
36	 法安寺	 様
269	 大蓮寺	 様
273	 禅龍寺	 様
276	 地蔵院	 様
446	 智應院	 様

◆滋賀県
2	 常明院	 様

◆京都府	
46	 榮春寺	 様
79	 神應寺	 様
251	 隠龍寺	 様
355	 龍献寺	 様
389	 萬福寺	 様

◆大阪府	 	
26	 天徳寺	 様
94	 黄梅寺	 様

98	 吉祥院	 様
	
◆兵庫県第１	
287	 向榮寺	 様
399	 醫王寺	 様

◆兵庫県第２	 	
188	 興禅寺	 様
225	 大雲寺	 様

◆岡山県	 	
3	 長川寺	 様
130	 蓮性寺	 様
131	 済渡寺	 様

◆広島県	 	
13	 延命寺	 様
26	 正福寺	 様
46	 双照院	 様

◆山口県	 	
24	 吉祥寺	 様
	
◆鳥取県	 	
140	 瑞仙寺	 様
143	 瑞應寺	 様
151	 安国寺	 様

◆島根県第２	 	
32	 宗淵寺	 様
60	 桐岳寺	 様
63	 龍覚寺	 様
70	 完全寺	 様
139	 十楽寺	 様
140	 法藏寺	 様

◆高知
24	 報恩寺	 様

◆愛媛県	 	
32	 清盛寺	 様
34	 本光寺	 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	 	
78	 宝泉寺	 様

◆佐賀県
108	 光明寺	 様
213	 瑞光寺	 様

◆熊本県第 1	 	
24	 玄宅寺	 様

◆熊本県第 2	 	
79	 向陽寺	 様

107	 観音寺	 様

◆宮崎県	 	
12	 台雲寺	 様

◆長野県第 1	
57	 長秀院	 様
128	 普携寺	 様
213	 盛隆寺	 様

◆長野県第２	
375	 龍雲寺	 様
441	 雲龍寺	 様

◆福井県	 	
272	 洞善寺	 様

◆新潟県第１	
311	 大慈寺	 様
344	 玄徳寺	 様
354	 法音寺	 様
358	 円光寺	 様
393	 曹源寺	 様
445	 永林寺	 様
477	 龍泉院	 様
496	 長樂寺	 様
503	 龍源寺	 様

◆新潟県第 3	
514	 長命寺	 様

◆新潟県第４	
36	 吉祥寺	 様
302	 龍山寺	 様
738	 不動寺	 様
814	 地藏院	 様
	
◆福島県	 	
49	 大泉寺	 様
101	 成林寺	 様
110	 龍徳寺	 様
113	 円照寺	 様
175	 天澤寺	 様
226	 常隆寺	 様
352	 大同寺	 様
370	 秀長寺	 様
一般	橋本浩一	様

◆宮城県	 	
112	 法雲寺	 様
138	 西圓寺	 様
212	 祥雲寺	 様
284	 西雲寺	 様
314	 満福寺	 様
461	 洞松院	 様

◆岩手県	
13	 長善寺	 様
14	 正傳寺	 様
21	 恩流寺	 様
123	 寶城寺	 様

192	 常堅寺	 様
224	 普門寺	 様
233	 玉泉寺	 様
263	 瑞雲寺	 様
269	 龍泉寺	 様

◆青森県	 	
20	 盛雲院	 様
39	 正法院	 様
44	 高澤寺	 様
112	 法蓮寺	 様

◆山形県第１	 	
138	 石川寺	 様
168	 高松院	 様
229	 瀧応寺	 様
	
◆山形県第 2	
295	 永松寺	 様
316	 金鐘寺	 様
366	 常信庵	 様

◆山形県第３	 	
561	 勝源寺	 様
593	 玉川寺	 様
623	 歡喜寺	 様
722	 永蓮寺	 様
	
◆秋田県	
22	 源正寺	 様
79	 東林寺	 様
126	 蚶満寺	 様
179	 長泉寺	 様
212	 靈仙寺	 様
237	 龍泉寺	 様
252	 長泉寺	 様
260	 松庵寺	 様
261	 見性寺	 様
279	 宝昌寺	 様
326	 圓福寺	 様

◆北海道第１	 	
14	 廣福寺	 様
37	 法德寺	 様
63	 全修寺	 様
90	 含笑寺	 様
96	 観音寺	 様
356	 大聖寺	 様
504	 達磨寺	 様
510	 禅燈寺	 様

◆北海道第２	
102	 興禅寺	 様
117	 中央院	 様
239	 禅昌寺	 様
241	 孝徳寺	 様
299	 永福寺	 様

◆北海道第 3	
460	 道貫寺	 様

平成28年10月1日〜平成28年12月20日取扱い分

賛 助 費 浄 納 御 芳 名 簿
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全曹青HP『般若』にて更新され
た記事をスマホにて閲覧でき

ます。これまで見逃してしまってい
た行事報告や気になるイベント情報、
そして加盟曹青会からのお知らせな
どを、見やすく気軽にご覧いただけ
ます。全曹青の活動をより身近に感
じられることでしょう！

発 行された誌面そのままの内容
で、PDFデータ化された全

国曹洞宗青年会広報誌『SOUSEI』の
バックナンバーをご覧いただけます。
過去に掲載された気になる記事を、
場所を選ばずに閲覧することができ
ます。

連 絡協議体としてのメリットを
活かし、災害発生時に全国の

各加盟団体や社会福祉協議会と協働
し情報発信を行う「災害復興支援部
メールマガジン」を閲覧できます。

行持軌範に則り編集した「本尊
上供」と「晋山結制」を収録し

ます。差定別・配役別にわかりやす
くなっており、僧侶が実践で直面す
る問題を解決してくれます。静止画
や図解の他、アプリだからこそでき
る動画も収録されており、活用し易
い内容となっています。

『アプリソウセイ』3月1日公開！ 
（iOS、アンドロイド対応アプリ）

メ
イ
ン
起
動
画
面

法
要
公
務
帳

広
報
誌『
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
』バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

　全国曹洞宗青年会ではこのたび、公式アプリ『アプリソウセイ』を配信いたします。
私たち青年僧侶に有意義な情報を直接お届けしたいとの思いから開発いたしました。
無料にてダウンロードいただけるよう、３月１日の公開に向け準備を進めております。
ぜひ情報の収集や法務に、また青年会員同士の情報共有にお役立てください。

行事開催告知など
HP『般若』の新着情報

広報誌『SOUSEI』
バックナンバー

災害復興支援部
メールマガジンバックナンバー

寺院法要の進退確認に役立つ
「法要公務帳」



23

　

今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く
、現
代
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
社
会
で
あ
る
。
90
年
代
半
ば
以
降
、
世
界
中
で
急

速
に
Ｉ
Ｔ
技
術
が
発
展
し
、「
Ｉ
Ｔ
革
命
」と
い
う
産
業

革
命
以
来
の
社
会
構
造
を
大
き
く
揺
る
が
す
本
物
の

〝
革
命
〟が
起
こ
っ
た
。

　

以
前
で
あ
れ
ば
、
布
教
師
と
し
て
活
動
を
し
て
い

な
い
一
般
僧
侶
の
声
は
、
自
分
の
お
寺
に
属
す
る
檀

信
徒
及
び
地
域
を
そ
の
範
囲
と
し
て
い
た
が
、
今
や

日
本
全
国
に
留
ま
ら
ず
、
全
世
界
に
ま
で
自
分
の
声

を
届
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
と
て
つ

も
な
い
社
会
構
造
の
変
化
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

我
わ
れ
は
そ
の
渦
中
に
い
る
た
め
変
化
の
実
感
は
し

に
く
い
。
一
方
、
私
の
場
合
、
地
方
寺
院
の
し
が
な

い
一
僧
侶
の
立
場
な
が
ら
、
本
を
書
い
た
り
、
講
演

で
全
国
を
飛
び
回
っ
た
り
さ
せ
て
も
ら
え
て
い
る
の

は
、
Ｉ
Ｔ
革
命
の
お
か
げ
で
あ
る
と
は
っ
き
り
言
え

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
時
代
の
波
に
乗
っ
た

形
で
、
２
０
０
５
年
か
ら
宗
派
を
超
え
た
若
手
僧
侶

た
ち
が
運
営
す
るw

eb

寺
院「
彼
岸
寺
」
に
参
加
し
、

精
進
料
理blog

「
禅
僧
の
台
所
」
を
開
始
し
た
こ
と
が

き
っ
か
け
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

彼
岸
寺
は
今
で
こ
そ
１
日
に
３
，０
０
０
人
ほ
ど
が

訪
れ
る
人
気
サ
イ
ト
だ
が
、
当
初
は
皆
手
探
り
状
態

の
極
め
て
小
さ
い
存
在
だ
っ
た
。
周
囲
を
見
渡
せ
ば

各
寺
院
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立
ち
上
げ
、
情
報
を
公

開
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
は
あ
っ
た
も
の
の
、
若
手

僧
侶
た
ち
が
等
身
大
の
自
分
を
さ
ら
け
出
し
て
仏
教

を
伝
え
る
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
は
、
目
立
っ
た
も
の
で

は『
ほ
ぼ
日
刊
イ
ト
イ
新
聞
』で
連
載
を
し
て
い
た
白

川
密
成
さ
ん
の「
坊
さ
ん
。」
の
他
に
は
見
あ
た
ら
な

か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

彼
岸
寺
に
寄
稿
し
始
め
る
前
、
私
は
永
平
寺
で

の
修
行
を
終
え
、
地
元
広
島
で
は
な
く
東
京
で
生
活

を
し
て
い
た
。
そ
の
頃
、
東
京
工
業
大
学
の
上
田
紀

行
教
授（
当
時
は
准
教
授
）
を
中
心
と
し
た
ボ
ー
ズ
・

ビ
ー
・
ア
ン
ビ
シ
ャ
ス（
通
称
：
Ｂ
Ｂ
Ａ
）
と
い
う
、

宗
派
を
超
え
た
僧
侶
た
ち
が
全
国
か
ら
集
ま
る
勉
強

会
の
運
営
に
携
わ
っ
て
お
り
、
僧
侶
と
し
て
生
き
て

い
く
中
で
自
分
に
何
が
出
来
る
か
を
模
索
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
そ
の
会
に
参
加
し
続
け
て
い
た
こ
と
で
、

全
国
の
多
く
の
活
発
な
お
坊
さ
ん
た
ち
と
有
機
的
に

つ
な
が
り
、〝
ぼ
ん
や
り
〟と
だ
が
、
自
分
の
進
む
べ
き

目
標
も
見
つ
か
っ
た
。

　

そ
れ
は
、「
自
分
が
仏
道
実
践
で
感
じ
た
面
白
さ
を

他
者
に
伝
え
る
」こ
と
。
私
自
身
が
救
わ
れ
た
仏
教
の

考
え
方
や
実
践
内
容
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
檀

信
徒
を
始
め
と
す
る
多
く
の
人
び
と
に
も
私
の
体
験

を
お
裾
分
け
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
結
果

だ
っ
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
〝
ぼ
ん
や
り
〟
と
し

か
見
え
て
い
な
い
の
で
、
具
体
的
な
方
法
が
分
か
ら

な
い
。
そ
ん
な
時
に
Ｂ
Ｂ
Ａ
の
つ
な
が
り
で
彼
岸
寺

を
紹
介
さ
れ
、
渡
り
に
船
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

彼
岸
寺
で
は
、
精
進
料
理
の
レ
シ
ピ
や
コ
ラ
ム
の

他
に
、
仏
教
マ
ン
ガ
の
研
究
、
仏
教
書
の
書
評
、
仏

教
イ
ベ
ン
ト
評
な
ど
多
岐
に
亘
る
文
章
を
書
か
せ
て

も
ら
っ
て
い
る
が
、
私
が
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、〝
禅

仏
教
を
伝
え
る
〟
と
い
う
一
本
の
ブ
レ
な
い
軸
を
持
っ

て
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

彼
岸
寺
の
運
営
メ
ン
バ
ー
と
の
話
で
い
つ
も
語
ら

れ
る
の
は
、
い
く
ら
高
度
な
情
報
伝
達
の
ツ
ー
ル
を

持
っ
て
い
て
も
、
伝
え
る
仏
教
的
な
軸
と
内
容
が
な

け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
い
う
認
識
だ
。
当
た
り
前
の

こ
と
な
が
ら
、
皆
が
こ
の
認
識
を
強
く
も
っ
て
い
る

の
で
、
超
宗
派
の
集
ま
り
で
あ
っ
て
も
自
然
と
切
磋

琢
磨
す
る
こ
と
と
な
り
、あ
る
種
の
清
清
し
さ
を
伴
っ

た
緊
張
感
が
共
有
さ
れ
る
。
読
者
は「
執
筆
者
が
本

気
で
仏
教
と
向
き
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」に
つ
い
て

文
章
の
中
か
ら
敏
感
に
察
知
し
、
信
頼
に
値
す
る
か

否
か
を
判
断
す
る
の
で
、
こ
う
し
た
雰
囲
気
は
書
き

手
に
と
っ
て
か
な
り
重
要
で
あ
る
。

　

Facebook

やtw
itter

な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
、

全
世
界
に
向
け
て
容
易
に
発
信
で
き
る
時
代
だ
か
ら

こ
そ
、
僧
侶
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
立
ち
居
振
る
舞
い
、

ま
た
仏
教
に
つ
い
て
真
摯
に
学
び
参
究
す
る
姿
勢
が

求
め
ら
れ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
時
代
に
関
係
な
く

仏
教
者
の
前
提
と
も
言
う
べ
き
こ
と
な
の
だ
が
、
そ

れ
を
常
に
実
現
で
き
て
い
る
者
は
ほ
ん
の
一
握
り
で

あ
ろ
う
。
自
分
自
身
を
顧
み
て
も
、
そ
う
在
り
た
い

と
努
力
は
し
つ
つ
も
、
そ
の
よ
う
に
出
来
て
い
な
い

現
実
に
身
を
苛
ま
れ
る
こ
と
は
日
常
茶
飯
事
だ
。

　

仏
道
実
践
は
、
自
己
の
至
ら
な
さ
を
あ
る
が
ま
ま

に
受
け
止
め
反
省
す
る「
懺
悔
」
と
、
仏
の
生
き
方
を

願
う
「
誓
願
」の
繰
り
返
し
の
中
で
行
わ
れ
る
が
、
こ

の
基
本
姿
勢
の
上
に
全
て
の
僧
侶
の
活
動
が
成
立
し

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

活
用
の
仕
方

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

 
第
❻
回
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　本年も宜しくお願いいたします。
　現代はとても便利な世の中になっています。
パソコン、携帯電話を見てもここ数年でめまぐるしい
進化をしております。
　携帯電話は電話機能だけではなく、最新ニュースを
見たり、翻訳できたり、地図を見て現在地が確認でき
たり、様ざまな事ができるようになりました。近日、
全国曹洞宗青年会からアプリが公開されます。法要公
務帳、『SOUSEI』バックナンバーなど、見たい時にすぐ
見られるとても便利なものになるのでとても楽しみで
す。
　昨今、どんどん便利になるのはいい事ですが、新し
く覚えなければならない事も多いので、常に新しいこ
とにチャレンジして行く事が青年僧侶の強みなのかな
と思いました。

文／広報委員　長尾大乗

　平成28年12月6日、東京都文京区の真言宗豊山派大
本山護国寺様を会場に、全日本仏教青年会（以下、全
日仏青）の第２回臨時理事会が開催されました。
　この会議の中で次期第21代理事長の推戴審議も行
われ、全日仏青の次期理事長に全国曹洞宗青年会（以
下、全曹青）の倉島隆行次期会長（現、副会長）が推薦
され、満場一致で推戴されることが決定いたしました。
倉島副会長は、既に就任している世界仏教徒青年連
盟（WFBY）の青少年教会委員会副委員長に加え、全
曹青会長、全日仏青理事長を兼任することとなります。
　既にWFBYに村山博雅会長代行、松岡広也アドバ
イザーを送り出している全国曹洞宗青年会は、倉島次
期会長の全日仏青理事長就任により、世界の若き仏教
徒との交流や情報発信に加え、日本の各宗派の青年
僧侶の結束を促し、現代の諸問題に対応していく責務
を担います。
　関係各位のより一層のご協力を、宜しくお願い申し
上げます。

　近年、多くの外国からの観光客が日本を訪れるように
なりました。そんな中、最近では観光ガイド本に載って
いる寺院のみならず、様ざまな寺院へも外国人観光客の
参拝がお越しになる機会が年年増加しております。せっ
かく日本に来たのだから、お寺の中を観てみたい、坐禅
をしてみたい、仏教の事を知りたいなど、お寺に対し興
味をお持ちの方は多くおられます。しかしながら、英会
話に自信がないのに安易にお迎えするのは、やはり抵抗
があると思います。
　そこで今回、英会話に自信のない方でも基本的な寺院
説明を簡単に出来る、マニュアル本を作成しております。
お出迎えに始まり、本堂内の説明、開山堂や位牌堂、坐
禅の仕方など、そしてお見送りまでをどのように英語で
対応すればよいのか、時系列に沿って紹介していきます。
　この本は、単に「見せてコミュニケーションを図る」の
が目的ではなく、向上心を持って実際に英語を話してい
ただき、より良き国際交流の一助としていただければ幸
いです。
　※現在作成中につき、内容は一部変更になる可能性が
ございます。
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