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23rd

・
東
日
本
大
震
災
へ
の
「
慰
霊
の
想
い
」

・
世
界
仏
教
徒
青
年
連
盟
事
業
報
告
（
村
山
博
雅
師
）

・
映
画
『
典
座―

Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｚ
Ｏ―

』
展
開
報
告

・「『
過
疎
』
と
向
き
合
う
」
連
載
第
４
回

こ
れ
か
ら
の
梅
花
流

こ
れ
か
ら
の
梅
花
流

特集

　この度、日本のみならず世界各地で新型コロナウイルスの感染が拡大しています。全曹青の主催行事

もその影響を受け、それぞれ中止・縮小のやむなきに至っております。

　亡くなられた方々のご冥福と感染された方々の快復、そして人々の生活が一刻も早く日常へと戻らん

ことをご祈念申し上げます。

青 年 僧 侶 の 映 画 レ ビ ュ ー

表 紙 の 話

　この映画のあらすじは、主人公が編集を担当する写真雑誌
『LIFE』が経営難により廃刊をむかえるにあたって、写真家か
らネガにある25番の写真を最終号の表紙に使ってほしいと言われ
ます。しかし、ネガを見ても、25番の写真だけが見つかりませ
ん。このことをきっかけに一歩踏み出すことに勇気を出せなかっ
た主人公が1枚の写真を探す旅によって、人生を変えていくとい
うものです。
　現実的に新しい挑戦をすることはなかなか容易なことではあり
ません。こうした際に最初に思い浮かぶのは失敗や不安だからで
す。だから一歩も踏み出さずに終わるという経験は誰にでもある
と思います。しかし、自分の人生だけで見える世界は100歳まで
生きるとしても限られていますし、様々な地域や境遇の人と関わ
ることで人生の幅が広がると私は思います。そこで失敗しても、
それは自分にとって後退ではなく、未来へつなげる前進に変えれ
ばいい。
　新しい挑戦に年齢は関係ないと思います。もしかしたら、その
挑戦が人に勇気を与え、未来を変えるかもしれません。
　昨年から全国曹洞宗青年会に参加させていただきまして、6月
で１年となります。これからも挑戦し続けたいと思います。

担当／広報委員　松崎 清文

僧侶から手渡される梅花を撮影いたしました。受け継が
れる梅花流の、これからの発展をテーマとしました。

撮影地：広島県尾道市
撮　影：広報副委員長　菅 悠生

映画『LIFE!』 2013年／アメリカ
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『アプリソウセイ』内、法要公務帳「得度式」「晋山結制準備」を追加の為鋭意作成中

全曹青公式アプリ『アプリソウセイ』
　この度、教化委員会では全曹青公式アプリ『アプリソウセイ』内、法要公務帳
の拡充を図るべく前期までに作成した既存の「本尊上供」・「晋山結制」・「本
葬」に続き、「得度式」・「晋山結制準備」を追加作成する運びとなりました。
　内容は『昭和改訂曹洞宗行持規範』を基に作成中です。従来通り、差定や配役
から検索し、簡単に解説を読むことができ、さらには、文章でわかりづらい場面
には写真や動画を用いて一目で理解できるように工夫いたします。
　得度式は修行する機会が少ないからこそ、我々僧侶が行ずる際に使いやすいよ
うに配慮しております。また、既存の「晋山結制」に準備を追加することによ
り、さらなる充実を図ります。なお、「晋山結制準備」には、様々な場面で使う
拝請法も含む予定です。
　まだお使いでない方も、この機会に是非『アプリソウセイ』をダウンロードし
ていただき、行持の際、または、自身の研鑽の資料としてご活用ください。
　なお、細かな進退等は、地域やそれぞれの寺院により差異があります。その点
をご留意の上、ご利用いただければ幸いです。　　　  文／教化委員長　森井宗淳

お らせ知全曹青からの

「法要公務帳」作成の様子

公式 HP『般若』
アプリソウセイ

ご案内ページ



清
水
道
広
特
派
師
範
／
昭
和
53
年
生
ま
れ
。
平
成
13
年

か
ら
大
本
山
永
平
寺
で
安
居
し
、
現
在
は
秋
田
県
正
法

院
住
職
を
務
め
て
い
る
。
平
成
31
年
よ
り
梅
花
流
特
派

師
範
と
し
て
全
国
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
。

し
ょ
う
ぼ
う

い
ん

永
井
真
壽
師
範
（
以
下
永
井
師
）
／
今
は
少

子
高
齢
化
と
、
生
活
に
お
け
る
選
択
肢
が
多

様
化
し
て
し
ま
っ
て
、
梅
花
流
と
同
じ
よ
う

に
、
茶
道
や
華
道
な
ど
の
団
体
メ
ン
バ
ー
も

減
少
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
一
度
は
入
っ
た
け

れ
ど
も
、
続
け
て
く
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん

し
。
そ
の
人
の
中
で
、
な
に
か
心
の
琴
線
に

触
れ
た
感
動
体
験
が
な
い
と
梅
花
流
詠
讃
歌

を
続
け
て
く
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

―

現
在
講
員
さ
ん
を
増
や
す
為
に
ご
自
坊
等

で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

藤
田
師
／
私
の
教
区
で
は
葬
儀
の
時
に
追
弔

御
和
讃
を
お
唱
え
す
る
事
が
多
く
、
講
員
で

は
な
く
て
も
追
弔
御
和
讃
を
お
唱
え
出
来
る

参
列
者
が
非
常
に
多
い
で
す
。
一
般
の
方
が

耳
に
す
る
機
会
を
い
か
に
増
や
し
て
い
く
か

が
重
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
ま
た
自
坊
で

は
毎
年
お
盆
の
施
食
会
の
際
、
特
派
師
範
の

先
生
を
お
呼
び
し
て
法
話
と
共
に
御
和
讃
の

講
習
を
し
て
い
ま
す
。
法
要
中
に
一
緒
に
お

唱
え
し
、
梅
花
流
を
通
し
て
共
に
供
養
を
捧

げ
た
実
体
験
を
作
る
。
こ
れ
が
始
め
る
き
っ

か
け
と
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

清
水
師
／
私
も
葬
儀
の
際
、
御
詠
歌
を
お
唱

え
し
て
い
ま
す
。
一
人
で
お
唱
え
す
る
の
で

す
が
、
だ
ん
だ
ん
根
付
い
て
き
ま
し
て
、
最

近
で
は
葬
儀
で
詠
讃
歌
を
お
唱
え
す
る
の
が

当
然
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
浸
透
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
自
分
の
研
鑽
を
積
む
、
と

に
か
く
続
け
て
い
く
。
そ
こ
で
梅
花
流
に
関

心
を
持
っ
て
く
れ
た
方
、
自
分
も
や
っ
て
み

よ
う
と
思
っ
た
方
を
逃
が
さ
な
い
。
そ
れ
が

講
員
さ
ん
獲
得
の
手
段
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

山
田
師
／ 

葬
儀
や
法
事
で
お
唱
え
す
る
の
は

発
信
の
場
と
し
て
と
て
も
力
を
持
っ
て
い
る

と
感
じ
ま
す
。
実
際
そ
こ
で
お
唱
え
を
聞
い

て
始
め
ら
れ
る
方
も
多
い
と
聞
き
ま
す
。

清
水
師
／
お
唱
え
の
布
教
と
お
話
の
布
教
、

こ
の
二
段
構
え
は
と
て
も
優
れ
た
布
教
手
段

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
寺
族
さ
ん
も
布
教

す
る
力
を
持
っ
て
い
て
、
講
員
さ
ん
を
増
や

し
て
い
く
一
番
の
原
動
力
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

永
井
師
／
私
も
葬
儀
や
法
事
の
際
に
は
必
ず

詠
讃
歌
を
入
れ
る
よ
う
に
し
、
詠
え
手
の
心

が
伝
わ
る
、
聞
き
手
が
感
動
す
る
お
唱
え
に

な
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
私
の
お
寺
で
は
母
が
梅
花
流
を
教
え
、

私
は
習
字
教
室
を
開
い
て
い
ま
す
。
子
ど
も

達
は
習
字
、
ご
年
配
の
方
々
は
梅
花
流
を
習

い
に
お
寺
へ
足
を
運
ん
で
下
さ
い
ま
す
。
そ

れ
ら
を
き
っ
か
け
に
お
寺
へ
来
て
、
仲
間
を

　
こ
の
度
、
４
人
の
曹
洞
宗
梅
花
流
師
範
に

集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
の
梅
花
流

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
る
展
望
を
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

―

近
年
減
少
傾
向
に
あ
る
講
員
の
人
数
で
す

が
、
そ
の
原
因
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
？

清
水
道
広
特
派
師
範
（
以
下
清
水
師
）
／
昔

と
比
べ
て
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
物
を
選
べ

る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
ご
供
養

す
る
、
お
寺
に
行
く
と
い
う
事
も
実
は
選
択

肢
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

山
田
太
壱
特
派
師
範
（
以
下
山
田
師
）
／
自

宅
に
仏
壇
が
無
い
家
も
増
え
、
仏
様
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
生
活
を
す
る
習
慣
が
こ
の
30

年
あ
ま
り
で
急
速
に
国
民
の
中
か
ら
薄
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
梅
花
流

を
取
り
組
ん
で
み
た
い
方
が
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
　

藤
田
清
隆
師
範
（
以
下
藤
田
師
）
／
人
生
１

０
０
年
時
代
を
掲
げ
る
現
代
は
、
昔
に
比
べ

て
誰
も
が
忙
し
く
生
活
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

個
人
の
趣
味
趣
向
に
あ
わ
せ
た
各
種
カ
ル
チ

ャ
ー
ス
ク
ー
ル
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

誰
か
に
誘
わ
れ
て
始
め
る
人
よ
り
も
、
個
人

が
選
ぶ
時
代
と
い
う
印
象
で
す
。
梅
花
流
も

多
く
の
習
い
事
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
一
番
の
原
因
な
の
か
も
し
れ
な

い
で
す
ね
。

い
ま
す
。
き
っ
か
け
は
ど
う
あ
れ
、
ま
ず
は

檀
信
徒
の
方
が
気
軽
に
お
寺
へ
来
て
く
だ
さ

る
環
境
づ
く
り
も
重
要
で
す
ね
。

山
田
師
／
お
寺
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
は
梅
花
流
だ
け
で
な
く
曹
洞
宗
全
体
の

目
標
で
す
よ
ね
。
お
寺
と
し
て
は
従
来
の「
檀

家
」「
梅
花
講
員
」
の
よ
う
に
、
先
祖
供
養
を

通
し
て
寺
の
行
事
に
参
画
し
、
手
伝
い
し
て

く
だ
さ
る
方
を
求
め
が
ち
で
す
が
、
詠
讃
歌

を
聞
く
だ
け
、
話
を
聞
く
だ
け
の
「
仏
教
に

興
味
の
あ
る
方
」
を
取
り
込
ん
で
い
く
た
め

の
新
し
い
取
り
組
み
を
持
つ
こ
と
が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。
経
験
の
浅
い
師
範
、
詠
範
で

も
出
来
る
事
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
梅
花
流

創
成
期
は
経
験
の
浅
い
師
範
・
詠
範
が
積
極

的
に
活
動
さ
れ
て
い
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
自
ら
身
口
意
を
以
て
詠
讃
歌
を
お

つ
く
る
場
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
田
師
／ 

私
の
地
域
で
は
新
聞
広
告
を
出
し

た
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
設
置
し
た
り
し
て
、

一
般
の
方
も
自
由
に
参
加
で
き
る
宗
務
所
梅

花
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
詠
讃
歌
か
ら
始

ま
り
、
坐
禅
指
導
、
歎
仏
と
僧
侶
が
自
分
た

ち
の
力
で
出
来
る
事
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

文
字
が
あ
れ
ば
飽
き
ず
に
観
て
く
れ
る
と
思

い
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
っ
て
詠
讃
歌
奉

詠
の
時
は
歌
詞
を
、
声
明
の
時
も
漢
詩
と
読

み
下
し
文
を
映
し
ま
し
た
。
そ
の
か
い
あ
っ

て
か
な
り
好
評
で
、
大
会
の
後
、
新
し
く
入

講
さ
れ
た
方
も
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
出
来

る
事
は
何
で
も
や
る
事
が
大
事
だ
と
感
じ
ま

し
た
。

　
梅
花
流
を
聞
い
て
「
い
い
な
」
と
思
っ
て

く
れ
て
い
る
方
は
か
な
り
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
様
な
方
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て

梅
花
講
員
に
な
っ
て
い
た
だ
く
か
が
重
要
で

す
ね
。

―

こ
れ
か
ら
梅
花
流
を
行
っ
て
い
く
上
で
や

り
た
い
事
、
方
針
や
展
望
は
あ
り
ま
す
か
？

清
水
師
／
最
近
考
え
て
い
る
の
は
プ
ロ
ジ
ェ

唱
え
す
る
事
の
あ
り
が
た
さ
、
ひ
い
て
は
仏

祖
の
教
え
の
あ
り
が
た
さ
に
気
付
い
て
も
ら

い
、
檀
家
さ
ん
や
講
員
さ
ん
の
増
加
に
繋
が

れ
ば
い
い
で
す
ね
。

清
水
師
／
今
後
梅
花
流
を
行
じ
て
い
く
上
で

最
も
重
要
な
の
は
、
ひ
た
す
ら
研
鑚
を
積
み
、

継
続
し
て
い
く
こ
と
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま

で
話
し
て
き
た
内
容
が
生
き
て
、
聞
き
手
を

感
動
さ
せ
る
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
事
が

出
来
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
全
て
に
言
え
る

事
で
す
が
、
継
続
ほ
ど
難
し
く
て
、
で
も
継

続
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
な
い
で
す
。
我
々
は

師
範
を
目
指
し
た
の
で
あ
れ
ば
研
鑚
を
積
み
、

継
続
し
て
い
く
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
こ
そ
が
講
員
さ
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
く
一

番
の
手
段
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

―

最
後
に
先
生
方
に
と
っ
て
の
梅
花
流
と
は

ど
の
様
な
存
在
で
す
か
？

清
水
師
／
私
の
生
活
の
一
部
で
す
。
生
涯
か

け
て
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
田
師
／
私
に
と
っ
て
の
梅
花
流
は
「
出
会

い
」
で
す
。
色
々
な
教
え
に
出
会
い
、
様
々

な
人
に
出
会
い
、
そ
の
出
会
い
が
あ
っ
た
か

ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
用
い
た
イ
ベ
ン
ト

で
す
ね
。
例
え
ば
正
面
に
詠
讃
歌
の
歌
詞
を

映
し
出
す
、
首
座
法
戦
式
「
梁
の
武
帝
、
達

磨
大
師
に
問
う
」
の
文
言
、
武
帝
、
達
磨
大

師
を
映
し
出
す
な
ど
視
覚
的
に
訴
え
て
い
く

の
も
一
つ
の
手
段
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か

ら
講
員
さ
ん
の
獲
得
に
繋
が
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

山
田
師
／
私
の
お
寺
で
は
師
範
さ
ん
に
お
手

伝
い
を
い
た
だ
き
、
コ
ン
サ
ー
ト
形
式
で
梅

花
流
を
聞
い
て
も
ら
う
取
り
組
み
を
し
た
こ

と
が
何
度
か
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
何
人
か

は
体
験
ク
ラ
ス
に
入
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
伝

え
方
に
不
足
も
あ
り
、「
法
具
を
使
わ
ず
三
宝

御
和
讃
な
ど
数
曲
を
楽
し
く
歌
え
れ
ば
良
い
」

で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
正
式
な
講
員
に
な
ら

な
い
方
が
大
半
で
す
。
私
と
し
て
も
ガ
ッ
カ

ら
こ
そ
今
ま
で
梅
花
流
詠
讃
歌
を
続
け
て
こ

ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
田
師
／
梅
花
流
と
は
一
言
で
い
う
と
「
仏

法
の
実
践
」
で
す
。
師
匠
に
は
「
す
ぐ
に
上

手
く
な
ら
な
く
て
い
い
、
悩
ん
で
乗
り
越
え

た
経
験
が
無
け
れ
ば
、
悩
ん
で
い
る
方
に
寄

り
添
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
い
」
と
よ
く
言
わ
れ

ま
す
が
、
梅
花
流
と
い
う
叢
林
の
中
で
、
み

ん
な
で
お
互
い
に
支
え
合
い
研
鑽
を
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
が
梅
花
流
の
魅
力
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

永
井
師
／
私
の
書
の
先
生
が
「
私
は
書
と
い

う
も
の
が
必
ず
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
も
の

だ
と
信
じ
て
字
を
書
く
」
と
よ
く
口
に
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
先
生
の
言
葉
を
引
用
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
私
に
と
っ
て
梅
花
流
詠
讃

歌
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
人
の
心
を
感
動
さ

せ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
お
唱
え
を
す
る
事
だ

と
思
い
ま
す
。

聞
き
手
・
文
／
広
報
委
員
　
石
原
顕
成

撮
影
／
広
報
委
員
　
深
堀
泰
寛

リ
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
挫
け
ず
継
続

し
て
い
く
事
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
講
員
さ
ん
も
減
少
し
て
い
る
状
況
で
す
が
、

人
数
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
梅
花
流
の
本
当
の

力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
少
な
く
な
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
梅
花
講
を
辞
め
る
理
由
に
し

て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
体
が
不
自
由
な
方
が
詠
讃
歌
に
取
り

組
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詠
讃
歌

の
仕
組
み
を
様
々
な
人
に
と
っ
て
利
用
で
き

る
よ
う
に
作
り
直
す
こ
と
も
曹
洞
宗
全
体
で

考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
田
師
／
私
が
以
前
お
世
話
に
な
っ
て
い
た

お
寺
で
は
、
同
行
御
和
讃
を
ピ
ア
ノ
伴
奏
で

お
唱
え
し
梅
花
流
に
親
し
ん
で
も
ら
い
ま
し

た
。
梅
花
流
の
持
つ
魅
力
を
伝
え
る
努
力
を

し
な
け
れ
ば
今
の
多
様
化
し
た
個
人
の
セ
ン

サ
ー
に
は
引
っ
掛
か
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
今
後
は
様
々
な
も
の
と
コ
ラ
ボ
し

た
企
画
を
展
開
す
る
の
も
良
さ
そ
う
で
す
。

清
水
師
／
檀
信
徒
の
方
々
と
一
緒
に
お
唱
え

し
て
親
し
ん
で
い
た
だ
く
。
そ
れ
は
講
員
さ

ん
獲
得
の
物
凄
い
原
動
力
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
今
後
檀
家
さ
ん
が
増
え
る
可
能
性
の
あ

る
都
市
部
の
お
寺
さ
ん
に
協
力
し
て
も
ら
う

の
も
一
つ
の
手
段
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

為
に
は
研
鑚
を
積
ん
で
良
い
お
唱
え
を
し
、

興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
の
が
重
要
で
す
ね
。

藤
田
師
／
曹
洞
宗
全
体
で
講
員
さ
ん
獲
得
に

繋
が
る
間
口
を
広
げ
て
い
く
段
階
だ
と
思
い

ま
す
。
詠
讃
歌
に
伴
奏
を
つ
け
た
事
例
の
よ

う
に
、
法
具
を
使
わ
ず
と
も
誰
も
が
梅
花
流

の
教
え
を
口
ず
さ
む
こ
と
が
で
き
る
手
段
を

検
討
し
て
、
梅
花
と
出
会
う
き
っ
か
け
作
り

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

永
井
師
／
講
員
さ
ん
達
は
「
私
た
ち
が
こ
の

お
寺
を
支
え
て
い
る
」
と
い
う
心
が
、
我
々

が
思
っ
て
い
る
以
上
に
強
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
我
々
が
檀
家
さ
ん
達
に
伝
え
き
れ
な

か
っ
た
事
も
講
員
さ
ん
達
が
上
手
く
伝
え
て

く
だ
さ
る
。
お
寺
を
最
前
線
で
支
え
て
く
だ

さ
る
い
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
今
後
も
講

員
さ
ん
を
増
や
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

特
集「
こ
れ
か
ら
の
梅
花
流
」

若
き
師
範
が
考
え
る
梅
花
流
の
あ
り
か
た

座
談
会

減
少
す
る
梅
花
講
員

し 

み
ず
ど
う
こ
う

や
ま 

だ  
た
い
い
つ

ふ
じ
た
せ
い
り
ゅ
う

な
が 

い  

し
ん
じ
ゅ

特集　これからの梅花流

お寺で梅花のコンサート

　
梅
花
流
詠
讃
歌
（
以
下
、
梅
花
流
）
は
曹
洞
宗
の
布
教
に
お
け
る
大
事
な
柱
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
梅
花
流
布
教
の
あ
り
方
も
時
代
に
合
わ
せ
て
多
様
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
（
以
下
、
全
曹
青
）
で
は
「
こ
れ
か
ら
の
梅
花
流
」
と
題
し
、
梅
花
流
を

含
め
た
仏
教
讃
歌
の
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
に
つ
い
て
様
々
な
観
点
か
ら
考
え
る
特
集
を
組
む
こ

と
と
い
た
し
ま
し
た
。
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清
水
道
広
特
派
師
範
／
昭
和
53
年
生
ま
れ
。
平
成
13
年

か
ら
大
本
山
永
平
寺
で
安
居
し
、
現
在
は
秋
田
県
正
法

院
住
職
を
務
め
て
い
る
。
平
成
31
年
よ
り
梅
花
流
特
派

師
範
と
し
て
全
国
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
。

し
ょ
う
ぼ
う

い
ん

永
井
真
壽
師
範
（
以
下
永
井
師
）
／
今
は
少

子
高
齢
化
と
、
生
活
に
お
け
る
選
択
肢
が
多

様
化
し
て
し
ま
っ
て
、
梅
花
流
と
同
じ
よ
う

に
、
茶
道
や
華
道
な
ど
の
団
体
メ
ン
バ
ー
も

減
少
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
一
度
は
入
っ
た
け

れ
ど
も
、
続
け
て
く
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん

し
。
そ
の
人
の
中
で
、
な
に
か
心
の
琴
線
に

触
れ
た
感
動
体
験
が
な
い
と
梅
花
流
詠
讃
歌

を
続
け
て
く
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

―

現
在
講
員
さ
ん
を
増
や
す
為
に
ご
自
坊
等

で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

藤
田
師
／
私
の
教
区
で
は
葬
儀
の
時
に
追
弔

御
和
讃
を
お
唱
え
す
る
事
が
多
く
、
講
員
で

は
な
く
て
も
追
弔
御
和
讃
を
お
唱
え
出
来
る

参
列
者
が
非
常
に
多
い
で
す
。
一
般
の
方
が

耳
に
す
る
機
会
を
い
か
に
増
や
し
て
い
く
か

が
重
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
ま
た
自
坊
で

は
毎
年
お
盆
の
施
食
会
の
際
、
特
派
師
範
の

先
生
を
お
呼
び
し
て
法
話
と
共
に
御
和
讃
の

講
習
を
し
て
い
ま
す
。
法
要
中
に
一
緒
に
お

唱
え
し
、
梅
花
流
を
通
し
て
共
に
供
養
を
捧

げ
た
実
体
験
を
作
る
。
こ
れ
が
始
め
る
き
っ

か
け
と
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

清
水
師
／
私
も
葬
儀
の
際
、
御
詠
歌
を
お
唱

え
し
て
い
ま
す
。
一
人
で
お
唱
え
す
る
の
で

す
が
、
だ
ん
だ
ん
根
付
い
て
き
ま
し
て
、
最

近
で
は
葬
儀
で
詠
讃
歌
を
お
唱
え
す
る
の
が

当
然
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
浸
透
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
自
分
の
研
鑽
を
積
む
、
と

に
か
く
続
け
て
い
く
。
そ
こ
で
梅
花
流
に
関

心
を
持
っ
て
く
れ
た
方
、
自
分
も
や
っ
て
み

よ
う
と
思
っ
た
方
を
逃
が
さ
な
い
。
そ
れ
が

講
員
さ
ん
獲
得
の
手
段
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

山
田
師
／ 

葬
儀
や
法
事
で
お
唱
え
す
る
の
は

発
信
の
場
と
し
て
と
て
も
力
を
持
っ
て
い
る

と
感
じ
ま
す
。
実
際
そ
こ
で
お
唱
え
を
聞
い

て
始
め
ら
れ
る
方
も
多
い
と
聞
き
ま
す
。

清
水
師
／
お
唱
え
の
布
教
と
お
話
の
布
教
、

こ
の
二
段
構
え
は
と
て
も
優
れ
た
布
教
手
段

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
寺
族
さ
ん
も
布
教

す
る
力
を
持
っ
て
い
て
、
講
員
さ
ん
を
増
や

し
て
い
く
一
番
の
原
動
力
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

永
井
師
／
私
も
葬
儀
や
法
事
の
際
に
は
必
ず

詠
讃
歌
を
入
れ
る
よ
う
に
し
、
詠
え
手
の
心

が
伝
わ
る
、
聞
き
手
が
感
動
す
る
お
唱
え
に

な
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
私
の
お
寺
で
は
母
が
梅
花
流
を
教
え
、

私
は
習
字
教
室
を
開
い
て
い
ま
す
。
子
ど
も

達
は
習
字
、
ご
年
配
の
方
々
は
梅
花
流
を
習

い
に
お
寺
へ
足
を
運
ん
で
下
さ
い
ま
す
。
そ

れ
ら
を
き
っ
か
け
に
お
寺
へ
来
て
、
仲
間
を

　
こ
の
度
、
４
人
の
曹
洞
宗
梅
花
流
師
範
に

集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
の
梅
花
流

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
る
展
望
を
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

―

近
年
減
少
傾
向
に
あ
る
講
員
の
人
数
で
す

が
、
そ
の
原
因
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
？

清
水
道
広
特
派
師
範
（
以
下
清
水
師
）
／
昔

と
比
べ
て
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
物
を
選
べ

る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
ご
供
養

す
る
、
お
寺
に
行
く
と
い
う
事
も
実
は
選
択

肢
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

山
田
太
壱
特
派
師
範
（
以
下
山
田
師
）
／
自

宅
に
仏
壇
が
無
い
家
も
増
え
、
仏
様
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
生
活
を
す
る
習
慣
が
こ
の
30

年
あ
ま
り
で
急
速
に
国
民
の
中
か
ら
薄
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
梅
花
流

を
取
り
組
ん
で
み
た
い
方
が
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
　

藤
田
清
隆
師
範
（
以
下
藤
田
師
）
／
人
生
１

０
０
年
時
代
を
掲
げ
る
現
代
は
、
昔
に
比
べ

て
誰
も
が
忙
し
く
生
活
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

個
人
の
趣
味
趣
向
に
あ
わ
せ
た
各
種
カ
ル
チ

ャ
ー
ス
ク
ー
ル
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

誰
か
に
誘
わ
れ
て
始
め
る
人
よ
り
も
、
個
人

が
選
ぶ
時
代
と
い
う
印
象
で
す
。
梅
花
流
も

多
く
の
習
い
事
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
一
番
の
原
因
な
の
か
も
し
れ
な

い
で
す
ね
。

い
ま
す
。
き
っ
か
け
は
ど
う
あ
れ
、
ま
ず
は

檀
信
徒
の
方
が
気
軽
に
お
寺
へ
来
て
く
だ
さ

る
環
境
づ
く
り
も
重
要
で
す
ね
。

山
田
師
／
お
寺
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
は
梅
花
流
だ
け
で
な
く
曹
洞
宗
全
体
の

目
標
で
す
よ
ね
。
お
寺
と
し
て
は
従
来
の「
檀

家
」「
梅
花
講
員
」
の
よ
う
に
、
先
祖
供
養
を

通
し
て
寺
の
行
事
に
参
画
し
、
手
伝
い
し
て

く
だ
さ
る
方
を
求
め
が
ち
で
す
が
、
詠
讃
歌

を
聞
く
だ
け
、
話
を
聞
く
だ
け
の
「
仏
教
に

興
味
の
あ
る
方
」
を
取
り
込
ん
で
い
く
た
め

の
新
し
い
取
り
組
み
を
持
つ
こ
と
が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。
経
験
の
浅
い
師
範
、
詠
範
で

も
出
来
る
事
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
梅
花
流

創
成
期
は
経
験
の
浅
い
師
範
・
詠
範
が
積
極

的
に
活
動
さ
れ
て
い
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
自
ら
身
口
意
を
以
て
詠
讃
歌
を
お

つ
く
る
場
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
田
師
／ 

私
の
地
域
で
は
新
聞
広
告
を
出
し

た
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
設
置
し
た
り
し
て
、

一
般
の
方
も
自
由
に
参
加
で
き
る
宗
務
所
梅

花
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
詠
讃
歌
か
ら
始

ま
り
、
坐
禅
指
導
、
歎
仏
と
僧
侶
が
自
分
た

ち
の
力
で
出
来
る
事
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

文
字
が
あ
れ
ば
飽
き
ず
に
観
て
く
れ
る
と
思

い
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
っ
て
詠
讃
歌
奉

詠
の
時
は
歌
詞
を
、
声
明
の
時
も
漢
詩
と
読

み
下
し
文
を
映
し
ま
し
た
。
そ
の
か
い
あ
っ

て
か
な
り
好
評
で
、
大
会
の
後
、
新
し
く
入

講
さ
れ
た
方
も
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
出
来

る
事
は
何
で
も
や
る
事
が
大
事
だ
と
感
じ
ま

し
た
。

　
梅
花
流
を
聞
い
て
「
い
い
な
」
と
思
っ
て

く
れ
て
い
る
方
は
か
な
り
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
様
な
方
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て

梅
花
講
員
に
な
っ
て
い
た
だ
く
か
が
重
要
で

す
ね
。

―

こ
れ
か
ら
梅
花
流
を
行
っ
て
い
く
上
で
や

り
た
い
事
、
方
針
や
展
望
は
あ
り
ま
す
か
？

清
水
師
／
最
近
考
え
て
い
る
の
は
プ
ロ
ジ
ェ

唱
え
す
る
事
の
あ
り
が
た
さ
、
ひ
い
て
は
仏

祖
の
教
え
の
あ
り
が
た
さ
に
気
付
い
て
も
ら

い
、
檀
家
さ
ん
や
講
員
さ
ん
の
増
加
に
繋
が

れ
ば
い
い
で
す
ね
。

清
水
師
／
今
後
梅
花
流
を
行
じ
て
い
く
上
で

最
も
重
要
な
の
は
、
ひ
た
す
ら
研
鑚
を
積
み
、

継
続
し
て
い
く
こ
と
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま

で
話
し
て
き
た
内
容
が
生
き
て
、
聞
き
手
を

感
動
さ
せ
る
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
事
が

出
来
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
全
て
に
言
え
る

事
で
す
が
、
継
続
ほ
ど
難
し
く
て
、
で
も
継

続
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
な
い
で
す
。
我
々
は

師
範
を
目
指
し
た
の
で
あ
れ
ば
研
鑚
を
積
み
、

継
続
し
て
い
く
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
こ
そ
が
講
員
さ
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
く
一

番
の
手
段
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

―

最
後
に
先
生
方
に
と
っ
て
の
梅
花
流
と
は

ど
の
様
な
存
在
で
す
か
？

清
水
師
／
私
の
生
活
の
一
部
で
す
。
生
涯
か

け
て
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
田
師
／
私
に
と
っ
て
の
梅
花
流
は
「
出
会

い
」
で
す
。
色
々
な
教
え
に
出
会
い
、
様
々

な
人
に
出
会
い
、
そ
の
出
会
い
が
あ
っ
た
か

ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
用
い
た
イ
ベ
ン
ト

で
す
ね
。
例
え
ば
正
面
に
詠
讃
歌
の
歌
詞
を

映
し
出
す
、
首
座
法
戦
式
「
梁
の
武
帝
、
達

磨
大
師
に
問
う
」
の
文
言
、
武
帝
、
達
磨
大

師
を
映
し
出
す
な
ど
視
覚
的
に
訴
え
て
い
く

の
も
一
つ
の
手
段
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か

ら
講
員
さ
ん
の
獲
得
に
繋
が
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

山
田
師
／
私
の
お
寺
で
は
師
範
さ
ん
に
お
手

伝
い
を
い
た
だ
き
、
コ
ン
サ
ー
ト
形
式
で
梅

花
流
を
聞
い
て
も
ら
う
取
り
組
み
を
し
た
こ

と
が
何
度
か
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
何
人
か

は
体
験
ク
ラ
ス
に
入
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
伝

え
方
に
不
足
も
あ
り
、「
法
具
を
使
わ
ず
三
宝

御
和
讃
な
ど
数
曲
を
楽
し
く
歌
え
れ
ば
良
い
」

で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
正
式
な
講
員
に
な
ら

な
い
方
が
大
半
で
す
。
私
と
し
て
も
ガ
ッ
カ

ら
こ
そ
今
ま
で
梅
花
流
詠
讃
歌
を
続
け
て
こ

ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
田
師
／
梅
花
流
と
は
一
言
で
い
う
と
「
仏

法
の
実
践
」
で
す
。
師
匠
に
は
「
す
ぐ
に
上

手
く
な
ら
な
く
て
い
い
、
悩
ん
で
乗
り
越
え

た
経
験
が
無
け
れ
ば
、
悩
ん
で
い
る
方
に
寄

り
添
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
い
」
と
よ
く
言
わ
れ

ま
す
が
、
梅
花
流
と
い
う
叢
林
の
中
で
、
み

ん
な
で
お
互
い
に
支
え
合
い
研
鑽
を
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
が
梅
花
流
の
魅
力
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

永
井
師
／
私
の
書
の
先
生
が
「
私
は
書
と
い

う
も
の
が
必
ず
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
も
の

だ
と
信
じ
て
字
を
書
く
」
と
よ
く
口
に
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
先
生
の
言
葉
を
引
用
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
私
に
と
っ
て
梅
花
流
詠
讃

歌
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
人
の
心
を
感
動
さ

せ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
お
唱
え
を
す
る
事
だ

と
思
い
ま
す
。

聞
き
手
・
文
／
広
報
委
員
　
石
原
顕
成

撮
影
／
広
報
委
員
　
深
堀
泰
寛

リ
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
挫
け
ず
継
続

し
て
い
く
事
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
講
員
さ
ん
も
減
少
し
て
い
る
状
況
で
す
が
、

人
数
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
梅
花
流
の
本
当
の

力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
少
な
く
な
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
梅
花
講
を
辞
め
る
理
由
に
し

て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
体
が
不
自
由
な
方
が
詠
讃
歌
に
取
り

組
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詠
讃
歌

の
仕
組
み
を
様
々
な
人
に
と
っ
て
利
用
で
き

る
よ
う
に
作
り
直
す
こ
と
も
曹
洞
宗
全
体
で

考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
田
師
／
私
が
以
前
お
世
話
に
な
っ
て
い
た

お
寺
で
は
、
同
行
御
和
讃
を
ピ
ア
ノ
伴
奏
で

お
唱
え
し
梅
花
流
に
親
し
ん
で
も
ら
い
ま
し

た
。
梅
花
流
の
持
つ
魅
力
を
伝
え
る
努
力
を

し
な
け
れ
ば
今
の
多
様
化
し
た
個
人
の
セ
ン

サ
ー
に
は
引
っ
掛
か
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
今
後
は
様
々
な
も
の
と
コ
ラ
ボ
し

た
企
画
を
展
開
す
る
の
も
良
さ
そ
う
で
す
。

清
水
師
／
檀
信
徒
の
方
々
と
一
緒
に
お
唱
え

し
て
親
し
ん
で
い
た
だ
く
。
そ
れ
は
講
員
さ

ん
獲
得
の
物
凄
い
原
動
力
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
今
後
檀
家
さ
ん
が
増
え
る
可
能
性
の
あ

る
都
市
部
の
お
寺
さ
ん
に
協
力
し
て
も
ら
う

の
も
一
つ
の
手
段
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

為
に
は
研
鑚
を
積
ん
で
良
い
お
唱
え
を
し
、

興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
の
が
重
要
で
す
ね
。

藤
田
師
／
曹
洞
宗
全
体
で
講
員
さ
ん
獲
得
に

繋
が
る
間
口
を
広
げ
て
い
く
段
階
だ
と
思
い

ま
す
。
詠
讃
歌
に
伴
奏
を
つ
け
た
事
例
の
よ

う
に
、
法
具
を
使
わ
ず
と
も
誰
も
が
梅
花
流

の
教
え
を
口
ず
さ
む
こ
と
が
で
き
る
手
段
を

検
討
し
て
、
梅
花
と
出
会
う
き
っ
か
け
作
り

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

永
井
師
／
講
員
さ
ん
達
は
「
私
た
ち
が
こ
の

お
寺
を
支
え
て
い
る
」
と
い
う
心
が
、
我
々

が
思
っ
て
い
る
以
上
に
強
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
我
々
が
檀
家
さ
ん
達
に
伝
え
き
れ
な

か
っ
た
事
も
講
員
さ
ん
達
が
上
手
く
伝
え
て

く
だ
さ
る
。
お
寺
を
最
前
線
で
支
え
て
く
だ

さ
る
い
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
今
後
も
講

員
さ
ん
を
増
や
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

特
集「
こ
れ
か
ら
の
梅
花
流
」

若
き
師
範
が
考
え
る
梅
花
流
の
あ
り
か
た

座
談
会

減
少
す
る
梅
花
講
員

し 

み
ず
ど
う
こ
う

や
ま 

だ  

た
い
い
つ

ふ
じ
た
せ
い
り
ゅ
う

な
が 

い  

し
ん
じ
ゅ

特集　これからの梅花流

お寺で梅花のコンサート

　
梅
花
流
詠
讃
歌
（
以
下
、
梅
花
流
）
は
曹
洞
宗
の
布
教
に
お
け
る
大
事
な
柱
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
梅
花
流
布
教
の
あ
り
方
も
時
代
に
合
わ
せ
て
多
様
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
（
以
下
、
全
曹
青
）
で
は
「
こ
れ
か
ら
の
梅
花
流
」
と
題
し
、
梅
花
流
を

含
め
た
仏
教
讃
歌
の
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
に
つ
い
て
様
々
な
観
点
か
ら
考
え
る
特
集
を
組
む
こ

と
と
い
た
し
ま
し
た
。
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山
田
太
壱
特
派
師
範
／
昭
和
49
年
生
ま
れ
。
平
成
８
年

か
ら
大
本
山
總
持
寺
で
安
居
し
、
現
在
は
静
岡
県
常
林

寺
住
職
を
務
め
て
い
る
。
平
成
31
年
よ
り
梅
花
流
特
派

師
範
と
し
て
全
国
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
。

藤
田
清
隆
師
範
／
昭
和
54
年
生
ま
れ
。
平
成
17
年
か
ら

大
本
山
總
持
寺
で
安
居
し
、
現
在
は
長
野
県
検
校
庵
副

住
職
を
務
め
て
い
る
。
第
20
期
師
範
養
成
所
、
平
成
31

年
令
和
元
年
度
研
修
員
。

永
井
真
壽
師
範
／
昭
和
55
年
生
ま
れ
。
平
成
15
年
か
ら

大
本
山
永
平
寺
で
安
居
し
、
現
在
は
長
野
県
真
浄
寺
住

職
を
務
め
て
い
る
。
第
20
期
師
範
養
成
所
、
平
成
31
年

令
和
元
年
度
研
修
員
。

じ
ょ
う
り
ん

じ

け
ん
ぎ
ょ
う
あ
ん

し
ん
じ
ょ
う
じ

永
井
真
壽
師
範
（
以
下
永
井
師
）
／
今
は
少

子
高
齢
化
と
、
生
活
に
お
け
る
選
択
肢
が
多

様
化
し
て
し
ま
っ
て
、
梅
花
流
と
同
じ
よ
う

に
、
茶
道
や
華
道
な
ど
の
団
体
メ
ン
バ
ー
も

減
少
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
一
度
は
入
っ
た
け

れ
ど
も
、
続
け
て
く
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん

し
。
そ
の
人
の
中
で
、
な
に
か
心
の
琴
線
に

触
れ
た
感
動
体
験
が
な
い
と
梅
花
流
詠
讃
歌

を
続
け
て
く
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

―

現
在
講
員
さ
ん
を
増
や
す
為
に
ご
自
坊
等

で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

藤
田
師
／
私
の
教
区
で
は
葬
儀
の
時
に
追
弔

御
和
讃
を
お
唱
え
す
る
事
が
多
く
、
講
員
で

は
な
く
て
も
追
弔
御
和
讃
を
お
唱
え
出
来
る

参
列
者
が
非
常
に
多
い
で
す
。
一
般
の
方
が

耳
に
す
る
機
会
を
い
か
に
増
や
し
て
い
く
か

が
重
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
ま
た
自
坊
で

は
毎
年
お
盆
の
施
食
会
の
際
、
特
派
師
範
の

先
生
を
お
呼
び
し
て
法
話
と
共
に
御
和
讃
の

講
習
を
し
て
い
ま
す
。
法
要
中
に
一
緒
に
お

唱
え
し
、
梅
花
流
を
通
し
て
共
に
供
養
を
捧

げ
た
実
体
験
を
作
る
。
こ
れ
が
始
め
る
き
っ

か
け
と
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

清
水
師
／
私
も
葬
儀
の
際
、
御
詠
歌
を
お
唱

え
し
て
い
ま
す
。
一
人
で
お
唱
え
す
る
の
で

す
が
、
だ
ん
だ
ん
根
付
い
て
き
ま
し
て
、
最

近
で
は
葬
儀
で
詠
讃
歌
を
お
唱
え
す
る
の
が

当
然
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
浸
透
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
自
分
の
研
鑽
を
積
む
、
と

に
か
く
続
け
て
い
く
。
そ
こ
で
梅
花
流
に
関

心
を
持
っ
て
く
れ
た
方
、
自
分
も
や
っ
て
み

よ
う
と
思
っ
た
方
を
逃
が
さ
な
い
。
そ
れ
が

講
員
さ
ん
獲
得
の
手
段
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

山
田
師
／ 

葬
儀
や
法
事
で
お
唱
え
す
る
の
は

発
信
の
場
と
し
て
と
て
も
力
を
持
っ
て
い
る

と
感
じ
ま
す
。
実
際
そ
こ
で
お
唱
え
を
聞
い

て
始
め
ら
れ
る
方
も
多
い
と
聞
き
ま
す
。

清
水
師
／
お
唱
え
の
布
教
と
お
話
の
布
教
、

こ
の
二
段
構
え
は
と
て
も
優
れ
た
布
教
手
段

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
寺
族
さ
ん
も
布
教

す
る
力
を
持
っ
て
い
て
、
講
員
さ
ん
を
増
や

し
て
い
く
一
番
の
原
動
力
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

永
井
師
／
私
も
葬
儀
や
法
事
の
際
に
は
必
ず

詠
讃
歌
を
入
れ
る
よ
う
に
し
、
詠
え
手
の
心

が
伝
わ
る
、
聞
き
手
が
感
動
す
る
お
唱
え
に

な
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
私
の
お
寺
で
は
母
が
梅
花
流
を
教
え
、

私
は
習
字
教
室
を
開
い
て
い
ま
す
。
子
ど
も

達
は
習
字
、
ご
年
配
の
方
々
は
梅
花
流
を
習

い
に
お
寺
へ
足
を
運
ん
で
下
さ
い
ま
す
。
そ

れ
ら
を
き
っ
か
け
に
お
寺
へ
来
て
、
仲
間
を

　
こ
の
度
、
４
人
の
曹
洞
宗
梅
花
流
師
範
に

集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
の
梅
花
流

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
る
展
望
を
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

―

近
年
減
少
傾
向
に
あ
る
講
員
の
人
数
で
す

が
、
そ
の
原
因
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
？

清
水
道
広
特
派
師
範
（
以
下
清
水
師
）
／
昔

と
比
べ
て
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
物
を
選
べ

る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
ご
供
養

す
る
、
お
寺
に
行
く
と
い
う
事
も
実
は
選
択

肢
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

山
田
太
壱
特
派
師
範
（
以
下
山
田
師
）
／
自

宅
に
仏
壇
が
無
い
家
も
増
え
、
仏
様
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
生
活
を
す
る
習
慣
が
こ
の
30

年
あ
ま
り
で
急
速
に
国
民
の
中
か
ら
薄
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
梅
花
流

を
取
り
組
ん
で
み
た
い
方
が
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
　

藤
田
清
隆
師
範
（
以
下
藤
田
師
）
／
人
生
１

０
０
年
時
代
を
掲
げ
る
現
代
は
、
昔
に
比
べ

て
誰
も
が
忙
し
く
生
活
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

個
人
の
趣
味
趣
向
に
あ
わ
せ
た
各
種
カ
ル
チ

ャ
ー
ス
ク
ー
ル
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

誰
か
に
誘
わ
れ
て
始
め
る
人
よ
り
も
、
個
人

が
選
ぶ
時
代
と
い
う
印
象
で
す
。
梅
花
流
も

多
く
の
習
い
事
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
一
番
の
原
因
な
の
か
も
し
れ
な

い
で
す
ね
。

い
ま
す
。
き
っ
か
け
は
ど
う
あ
れ
、
ま
ず
は

檀
信
徒
の
方
が
気
軽
に
お
寺
へ
来
て
く
だ
さ

る
環
境
づ
く
り
も
重
要
で
す
ね
。

山
田
師
／
お
寺
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
は
梅
花
流
だ
け
で
な
く
曹
洞
宗
全
体
の

目
標
で
す
よ
ね
。
お
寺
と
し
て
は
従
来
の「
檀

家
」「
梅
花
講
員
」
の
よ
う
に
、
先
祖
供
養
を

通
し
て
寺
の
行
事
に
参
画
し
、
手
伝
い
し
て

く
だ
さ
る
方
を
求
め
が
ち
で
す
が
、
詠
讃
歌

を
聞
く
だ
け
、
話
を
聞
く
だ
け
の
「
仏
教
に

興
味
の
あ
る
方
」
を
取
り
込
ん
で
い
く
た
め

の
新
し
い
取
り
組
み
を
持
つ
こ
と
が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。
経
験
の
浅
い
師
範
、
詠
範
で

も
出
来
る
事
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
梅
花
流

創
成
期
は
経
験
の
浅
い
師
範
・
詠
範
が
積
極

的
に
活
動
さ
れ
て
い
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
自
ら
身
口
意
を
以
て
詠
讃
歌
を
お

つ
く
る
場
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
田
師
／ 
私
の
地
域
で
は
新
聞
広
告
を
出
し

た
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
設
置
し
た
り
し
て
、

一
般
の
方
も
自
由
に
参
加
で
き
る
宗
務
所
梅

花
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
詠
讃
歌
か
ら
始

ま
り
、
坐
禅
指
導
、
歎
仏
と
僧
侶
が
自
分
た

ち
の
力
で
出
来
る
事
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

文
字
が
あ
れ
ば
飽
き
ず
に
観
て
く
れ
る
と
思

い
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
っ
て
詠
讃
歌
奉

詠
の
時
は
歌
詞
を
、
声
明
の
時
も
漢
詩
と
読

み
下
し
文
を
映
し
ま
し
た
。
そ
の
か
い
あ
っ

て
か
な
り
好
評
で
、
大
会
の
後
、
新
し
く
入

講
さ
れ
た
方
も
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
出
来

る
事
は
何
で
も
や
る
事
が
大
事
だ
と
感
じ
ま

し
た
。

　
梅
花
流
を
聞
い
て
「
い
い
な
」
と
思
っ
て

く
れ
て
い
る
方
は
か
な
り
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
様
な
方
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て

梅
花
講
員
に
な
っ
て
い
た
だ
く
か
が
重
要
で

す
ね
。

―

こ
れ
か
ら
梅
花
流
を
行
っ
て
い
く
上
で
や

り
た
い
事
、
方
針
や
展
望
は
あ
り
ま
す
か
？

清
水
師
／
最
近
考
え
て
い
る
の
は
プ
ロ
ジ
ェ

唱
え
す
る
事
の
あ
り
が
た
さ
、
ひ
い
て
は
仏

祖
の
教
え
の
あ
り
が
た
さ
に
気
付
い
て
も
ら

い
、
檀
家
さ
ん
や
講
員
さ
ん
の
増
加
に
繋
が

れ
ば
い
い
で
す
ね
。

清
水
師
／
今
後
梅
花
流
を
行
じ
て
い
く
上
で

最
も
重
要
な
の
は
、
ひ
た
す
ら
研
鑚
を
積
み
、

継
続
し
て
い
く
こ
と
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま

で
話
し
て
き
た
内
容
が
生
き
て
、
聞
き
手
を

感
動
さ
せ
る
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
事
が

出
来
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
全
て
に
言
え
る

事
で
す
が
、
継
続
ほ
ど
難
し
く
て
、
で
も
継

続
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
な
い
で
す
。
我
々
は

師
範
を
目
指
し
た
の
で
あ
れ
ば
研
鑚
を
積
み
、

継
続
し
て
い
く
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
こ
そ
が
講
員
さ
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
く
一

番
の
手
段
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

―

最
後
に
先
生
方
に
と
っ
て
の
梅
花
流
と
は

ど
の
様
な
存
在
で
す
か
？

清
水
師
／
私
の
生
活
の
一
部
で
す
。
生
涯
か

け
て
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
田
師
／
私
に
と
っ
て
の
梅
花
流
は
「
出
会

い
」
で
す
。
色
々
な
教
え
に
出
会
い
、
様
々

な
人
に
出
会
い
、
そ
の
出
会
い
が
あ
っ
た
か

ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
用
い
た
イ
ベ
ン
ト

で
す
ね
。
例
え
ば
正
面
に
詠
讃
歌
の
歌
詞
を

映
し
出
す
、
首
座
法
戦
式
「
梁
の
武
帝
、
達

磨
大
師
に
問
う
」
の
文
言
、
武
帝
、
達
磨
大

師
を
映
し
出
す
な
ど
視
覚
的
に
訴
え
て
い
く

の
も
一
つ
の
手
段
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か

ら
講
員
さ
ん
の
獲
得
に
繋
が
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

山
田
師
／
私
の
お
寺
で
は
師
範
さ
ん
に
お
手

伝
い
を
い
た
だ
き
、
コ
ン
サ
ー
ト
形
式
で
梅

花
流
を
聞
い
て
も
ら
う
取
り
組
み
を
し
た
こ

と
が
何
度
か
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
何
人
か

は
体
験
ク
ラ
ス
に
入
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
伝

え
方
に
不
足
も
あ
り
、「
法
具
を
使
わ
ず
三
宝

御
和
讃
な
ど
数
曲
を
楽
し
く
歌
え
れ
ば
良
い
」

で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
正
式
な
講
員
に
な
ら

な
い
方
が
大
半
で
す
。
私
と
し
て
も
ガ
ッ
カ

ら
こ
そ
今
ま
で
梅
花
流
詠
讃
歌
を
続
け
て
こ

ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
田
師
／
梅
花
流
と
は
一
言
で
い
う
と
「
仏

法
の
実
践
」
で
す
。
師
匠
に
は
「
す
ぐ
に
上

手
く
な
ら
な
く
て
い
い
、
悩
ん
で
乗
り
越
え

た
経
験
が
無
け
れ
ば
、
悩
ん
で
い
る
方
に
寄

り
添
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
い
」
と
よ
く
言
わ
れ

ま
す
が
、
梅
花
流
と
い
う
叢
林
の
中
で
、
み

ん
な
で
お
互
い
に
支
え
合
い
研
鑽
を
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
が
梅
花
流
の
魅
力
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

永
井
師
／
私
の
書
の
先
生
が
「
私
は
書
と
い

う
も
の
が
必
ず
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
も
の

だ
と
信
じ
て
字
を
書
く
」
と
よ
く
口
に
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
先
生
の
言
葉
を
引
用
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
私
に
と
っ
て
梅
花
流
詠
讃

歌
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
人
の
心
を
感
動
さ

せ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
お
唱
え
を
す
る
事
だ

と
思
い
ま
す
。

聞
き
手
・
文
／
広
報
委
員
　
石
原
顕
成

撮
影
／
広
報
委
員
　
深
堀
泰
寛

リ
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
挫
け
ず
継
続

し
て
い
く
事
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
講
員
さ
ん
も
減
少
し
て
い
る
状
況
で
す
が
、

人
数
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
梅
花
流
の
本
当
の

力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
少
な
く
な
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
梅
花
講
を
辞
め
る
理
由
に
し

て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
体
が
不
自
由
な
方
が
詠
讃
歌
に
取
り

組
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詠
讃
歌

の
仕
組
み
を
様
々
な
人
に
と
っ
て
利
用
で
き

る
よ
う
に
作
り
直
す
こ
と
も
曹
洞
宗
全
体
で

考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
田
師
／
私
が
以
前
お
世
話
に
な
っ
て
い
た

お
寺
で
は
、
同
行
御
和
讃
を
ピ
ア
ノ
伴
奏
で

お
唱
え
し
梅
花
流
に
親
し
ん
で
も
ら
い
ま
し

た
。
梅
花
流
の
持
つ
魅
力
を
伝
え
る
努
力
を

し
な
け
れ
ば
今
の
多
様
化
し
た
個
人
の
セ
ン

サ
ー
に
は
引
っ
掛
か
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
今
後
は
様
々
な
も
の
と
コ
ラ
ボ
し

た
企
画
を
展
開
す
る
の
も
良
さ
そ
う
で
す
。

清
水
師
／
檀
信
徒
の
方
々
と
一
緒
に
お
唱
え

し
て
親
し
ん
で
い
た
だ
く
。
そ
れ
は
講
員
さ

ん
獲
得
の
物
凄
い
原
動
力
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
今
後
檀
家
さ
ん
が
増
え
る
可
能
性
の
あ

る
都
市
部
の
お
寺
さ
ん
に
協
力
し
て
も
ら
う

の
も
一
つ
の
手
段
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

為
に
は
研
鑚
を
積
ん
で
良
い
お
唱
え
を
し
、

興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
の
が
重
要
で
す
ね
。

藤
田
師
／
曹
洞
宗
全
体
で
講
員
さ
ん
獲
得
に

繋
が
る
間
口
を
広
げ
て
い
く
段
階
だ
と
思
い

ま
す
。
詠
讃
歌
に
伴
奏
を
つ
け
た
事
例
の
よ

う
に
、
法
具
を
使
わ
ず
と
も
誰
も
が
梅
花
流

の
教
え
を
口
ず
さ
む
こ
と
が
で
き
る
手
段
を

検
討
し
て
、
梅
花
と
出
会
う
き
っ
か
け
作
り

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

永
井
師
／
講
員
さ
ん
達
は
「
私
た
ち
が
こ
の

お
寺
を
支
え
て
い
る
」
と
い
う
心
が
、
我
々

が
思
っ
て
い
る
以
上
に
強
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
我
々
が
檀
家
さ
ん
達
に
伝
え
き
れ
な

か
っ
た
事
も
講
員
さ
ん
達
が
上
手
く
伝
え
て

く
だ
さ
る
。
お
寺
を
最
前
線
で
支
え
て
く
だ

さ
る
い
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
今
後
も
講

員
さ
ん
を
増
や
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

そ
れ
ぞ
れ
の
梅
花
流

た
だ
ひ
た
す
ら
に

特集　これからの梅花流
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山
田
太
壱
特
派
師
範
／
昭
和
49
年
生
ま
れ
。
平
成
８
年

か
ら
大
本
山
總
持
寺
で
安
居
し
、
現
在
は
静
岡
県
常
林

寺
住
職
を
務
め
て
い
る
。
平
成
31
年
よ
り
梅
花
流
特
派

師
範
と
し
て
全
国
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
。

藤
田
清
隆
師
範
／
昭
和
54
年
生
ま
れ
。
平
成
17
年
か
ら

大
本
山
總
持
寺
で
安
居
し
、
現
在
は
長
野
県
検
校
庵
副

住
職
を
務
め
て
い
る
。
第
20
期
師
範
養
成
所
、
平
成
31

年
令
和
元
年
度
研
修
員
。

永
井
真
壽
師
範
／
昭
和
55
年
生
ま
れ
。
平
成
15
年
か
ら

大
本
山
永
平
寺
で
安
居
し
、
現
在
は
長
野
県
真
浄
寺
住

職
を
務
め
て
い
る
。
第
20
期
師
範
養
成
所
、
平
成
31
年

令
和
元
年
度
研
修
員
。

じ
ょ
う
り
ん

じ

け
ん
ぎ
ょ
う
あ
ん

し
ん
じ
ょ
う
じ

永
井
真
壽
師
範
（
以
下
永
井
師
）
／
今
は
少

子
高
齢
化
と
、
生
活
に
お
け
る
選
択
肢
が
多

様
化
し
て
し
ま
っ
て
、
梅
花
流
と
同
じ
よ
う

に
、
茶
道
や
華
道
な
ど
の
団
体
メ
ン
バ
ー
も

減
少
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
一
度
は
入
っ
た
け

れ
ど
も
、
続
け
て
く
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん

し
。
そ
の
人
の
中
で
、
な
に
か
心
の
琴
線
に

触
れ
た
感
動
体
験
が
な
い
と
梅
花
流
詠
讃
歌

を
続
け
て
く
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

―

現
在
講
員
さ
ん
を
増
や
す
為
に
ご
自
坊
等

で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

藤
田
師
／
私
の
教
区
で
は
葬
儀
の
時
に
追
弔

御
和
讃
を
お
唱
え
す
る
事
が
多
く
、
講
員
で

は
な
く
て
も
追
弔
御
和
讃
を
お
唱
え
出
来
る

参
列
者
が
非
常
に
多
い
で
す
。
一
般
の
方
が

耳
に
す
る
機
会
を
い
か
に
増
や
し
て
い
く
か

が
重
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
ま
た
自
坊
で

は
毎
年
お
盆
の
施
食
会
の
際
、
特
派
師
範
の

先
生
を
お
呼
び
し
て
法
話
と
共
に
御
和
讃
の

講
習
を
し
て
い
ま
す
。
法
要
中
に
一
緒
に
お

唱
え
し
、
梅
花
流
を
通
し
て
共
に
供
養
を
捧

げ
た
実
体
験
を
作
る
。
こ
れ
が
始
め
る
き
っ

か
け
と
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

清
水
師
／
私
も
葬
儀
の
際
、
御
詠
歌
を
お
唱

え
し
て
い
ま
す
。
一
人
で
お
唱
え
す
る
の
で

す
が
、
だ
ん
だ
ん
根
付
い
て
き
ま
し
て
、
最

近
で
は
葬
儀
で
詠
讃
歌
を
お
唱
え
す
る
の
が

当
然
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
浸
透
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
自
分
の
研
鑽
を
積
む
、
と

に
か
く
続
け
て
い
く
。
そ
こ
で
梅
花
流
に
関

心
を
持
っ
て
く
れ
た
方
、
自
分
も
や
っ
て
み

よ
う
と
思
っ
た
方
を
逃
が
さ
な
い
。
そ
れ
が

講
員
さ
ん
獲
得
の
手
段
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

山
田
師
／ 

葬
儀
や
法
事
で
お
唱
え
す
る
の
は

発
信
の
場
と
し
て
と
て
も
力
を
持
っ
て
い
る

と
感
じ
ま
す
。
実
際
そ
こ
で
お
唱
え
を
聞
い

て
始
め
ら
れ
る
方
も
多
い
と
聞
き
ま
す
。

清
水
師
／
お
唱
え
の
布
教
と
お
話
の
布
教
、

こ
の
二
段
構
え
は
と
て
も
優
れ
た
布
教
手
段

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
寺
族
さ
ん
も
布
教

す
る
力
を
持
っ
て
い
て
、
講
員
さ
ん
を
増
や

し
て
い
く
一
番
の
原
動
力
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

永
井
師
／
私
も
葬
儀
や
法
事
の
際
に
は
必
ず

詠
讃
歌
を
入
れ
る
よ
う
に
し
、
詠
え
手
の
心

が
伝
わ
る
、
聞
き
手
が
感
動
す
る
お
唱
え
に

な
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
私
の
お
寺
で
は
母
が
梅
花
流
を
教
え
、

私
は
習
字
教
室
を
開
い
て
い
ま
す
。
子
ど
も

達
は
習
字
、
ご
年
配
の
方
々
は
梅
花
流
を
習

い
に
お
寺
へ
足
を
運
ん
で
下
さ
い
ま
す
。
そ

れ
ら
を
き
っ
か
け
に
お
寺
へ
来
て
、
仲
間
を

　
こ
の
度
、
４
人
の
曹
洞
宗
梅
花
流
師
範
に

集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
の
梅
花
流

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
る
展
望
を
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

―

近
年
減
少
傾
向
に
あ
る
講
員
の
人
数
で
す

が
、
そ
の
原
因
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
？

清
水
道
広
特
派
師
範
（
以
下
清
水
師
）
／
昔

と
比
べ
て
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
物
を
選
べ

る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
ご
供
養

す
る
、
お
寺
に
行
く
と
い
う
事
も
実
は
選
択

肢
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

山
田
太
壱
特
派
師
範
（
以
下
山
田
師
）
／
自

宅
に
仏
壇
が
無
い
家
も
増
え
、
仏
様
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
生
活
を
す
る
習
慣
が
こ
の
30

年
あ
ま
り
で
急
速
に
国
民
の
中
か
ら
薄
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
梅
花
流

を
取
り
組
ん
で
み
た
い
方
が
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
　

藤
田
清
隆
師
範
（
以
下
藤
田
師
）
／
人
生
１

０
０
年
時
代
を
掲
げ
る
現
代
は
、
昔
に
比
べ

て
誰
も
が
忙
し
く
生
活
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

個
人
の
趣
味
趣
向
に
あ
わ
せ
た
各
種
カ
ル
チ

ャ
ー
ス
ク
ー
ル
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

誰
か
に
誘
わ
れ
て
始
め
る
人
よ
り
も
、
個
人

が
選
ぶ
時
代
と
い
う
印
象
で
す
。
梅
花
流
も

多
く
の
習
い
事
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
一
番
の
原
因
な
の
か
も
し
れ
な

い
で
す
ね
。

い
ま
す
。
き
っ
か
け
は
ど
う
あ
れ
、
ま
ず
は

檀
信
徒
の
方
が
気
軽
に
お
寺
へ
来
て
く
だ
さ

る
環
境
づ
く
り
も
重
要
で
す
ね
。

山
田
師
／
お
寺
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
は
梅
花
流
だ
け
で
な
く
曹
洞
宗
全
体
の

目
標
で
す
よ
ね
。
お
寺
と
し
て
は
従
来
の「
檀

家
」「
梅
花
講
員
」
の
よ
う
に
、
先
祖
供
養
を

通
し
て
寺
の
行
事
に
参
画
し
、
手
伝
い
し
て

く
だ
さ
る
方
を
求
め
が
ち
で
す
が
、
詠
讃
歌

を
聞
く
だ
け
、
話
を
聞
く
だ
け
の
「
仏
教
に

興
味
の
あ
る
方
」
を
取
り
込
ん
で
い
く
た
め

の
新
し
い
取
り
組
み
を
持
つ
こ
と
が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。
経
験
の
浅
い
師
範
、
詠
範
で

も
出
来
る
事
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
梅
花
流

創
成
期
は
経
験
の
浅
い
師
範
・
詠
範
が
積
極

的
に
活
動
さ
れ
て
い
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
自
ら
身
口
意
を
以
て
詠
讃
歌
を
お

つ
く
る
場
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
田
師
／ 

私
の
地
域
で
は
新
聞
広
告
を
出
し

た
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
設
置
し
た
り
し
て
、

一
般
の
方
も
自
由
に
参
加
で
き
る
宗
務
所
梅

花
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
詠
讃
歌
か
ら
始

ま
り
、
坐
禅
指
導
、
歎
仏
と
僧
侶
が
自
分
た

ち
の
力
で
出
来
る
事
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

文
字
が
あ
れ
ば
飽
き
ず
に
観
て
く
れ
る
と
思

い
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
っ
て
詠
讃
歌
奉

詠
の
時
は
歌
詞
を
、
声
明
の
時
も
漢
詩
と
読

み
下
し
文
を
映
し
ま
し
た
。
そ
の
か
い
あ
っ

て
か
な
り
好
評
で
、
大
会
の
後
、
新
し
く
入

講
さ
れ
た
方
も
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
出
来

る
事
は
何
で
も
や
る
事
が
大
事
だ
と
感
じ
ま

し
た
。

　
梅
花
流
を
聞
い
て
「
い
い
な
」
と
思
っ
て

く
れ
て
い
る
方
は
か
な
り
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
様
な
方
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て

梅
花
講
員
に
な
っ
て
い
た
だ
く
か
が
重
要
で

す
ね
。

―

こ
れ
か
ら
梅
花
流
を
行
っ
て
い
く
上
で
や

り
た
い
事
、
方
針
や
展
望
は
あ
り
ま
す
か
？

清
水
師
／
最
近
考
え
て
い
る
の
は
プ
ロ
ジ
ェ

唱
え
す
る
事
の
あ
り
が
た
さ
、
ひ
い
て
は
仏

祖
の
教
え
の
あ
り
が
た
さ
に
気
付
い
て
も
ら

い
、
檀
家
さ
ん
や
講
員
さ
ん
の
増
加
に
繋
が

れ
ば
い
い
で
す
ね
。

清
水
師
／
今
後
梅
花
流
を
行
じ
て
い
く
上
で

最
も
重
要
な
の
は
、
ひ
た
す
ら
研
鑚
を
積
み
、

継
続
し
て
い
く
こ
と
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま

で
話
し
て
き
た
内
容
が
生
き
て
、
聞
き
手
を

感
動
さ
せ
る
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
事
が

出
来
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
全
て
に
言
え
る

事
で
す
が
、
継
続
ほ
ど
難
し
く
て
、
で
も
継

続
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
な
い
で
す
。
我
々
は

師
範
を
目
指
し
た
の
で
あ
れ
ば
研
鑚
を
積
み
、

継
続
し
て
い
く
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
こ
そ
が
講
員
さ
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
く
一

番
の
手
段
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

―

最
後
に
先
生
方
に
と
っ
て
の
梅
花
流
と
は

ど
の
様
な
存
在
で
す
か
？

清
水
師
／
私
の
生
活
の
一
部
で
す
。
生
涯
か

け
て
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
田
師
／
私
に
と
っ
て
の
梅
花
流
は
「
出
会

い
」
で
す
。
色
々
な
教
え
に
出
会
い
、
様
々

な
人
に
出
会
い
、
そ
の
出
会
い
が
あ
っ
た
か

ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
用
い
た
イ
ベ
ン
ト

で
す
ね
。
例
え
ば
正
面
に
詠
讃
歌
の
歌
詞
を

映
し
出
す
、
首
座
法
戦
式
「
梁
の
武
帝
、
達

磨
大
師
に
問
う
」
の
文
言
、
武
帝
、
達
磨
大

師
を
映
し
出
す
な
ど
視
覚
的
に
訴
え
て
い
く

の
も
一
つ
の
手
段
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か

ら
講
員
さ
ん
の
獲
得
に
繋
が
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

山
田
師
／
私
の
お
寺
で
は
師
範
さ
ん
に
お
手

伝
い
を
い
た
だ
き
、
コ
ン
サ
ー
ト
形
式
で
梅

花
流
を
聞
い
て
も
ら
う
取
り
組
み
を
し
た
こ

と
が
何
度
か
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
何
人
か

は
体
験
ク
ラ
ス
に
入
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
伝

え
方
に
不
足
も
あ
り
、「
法
具
を
使
わ
ず
三
宝

御
和
讃
な
ど
数
曲
を
楽
し
く
歌
え
れ
ば
良
い
」

で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
正
式
な
講
員
に
な
ら

な
い
方
が
大
半
で
す
。
私
と
し
て
も
ガ
ッ
カ

ら
こ
そ
今
ま
で
梅
花
流
詠
讃
歌
を
続
け
て
こ

ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
田
師
／
梅
花
流
と
は
一
言
で
い
う
と
「
仏

法
の
実
践
」
で
す
。
師
匠
に
は
「
す
ぐ
に
上

手
く
な
ら
な
く
て
い
い
、
悩
ん
で
乗
り
越
え

た
経
験
が
無
け
れ
ば
、
悩
ん
で
い
る
方
に
寄

り
添
っ
て
あ
げ
ら
れ
な
い
」
と
よ
く
言
わ
れ

ま
す
が
、
梅
花
流
と
い
う
叢
林
の
中
で
、
み

ん
な
で
お
互
い
に
支
え
合
い
研
鑽
を
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
が
梅
花
流
の
魅
力
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

永
井
師
／
私
の
書
の
先
生
が
「
私
は
書
と
い

う
も
の
が
必
ず
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
も
の

だ
と
信
じ
て
字
を
書
く
」
と
よ
く
口
に
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
先
生
の
言
葉
を
引
用
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
私
に
と
っ
て
梅
花
流
詠
讃

歌
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
人
の
心
を
感
動
さ

せ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
お
唱
え
を
す
る
事
だ

と
思
い
ま
す
。

聞
き
手
・
文
／
広
報
委
員
　
石
原
顕
成

撮
影
／
広
報
委
員
　
深
堀
泰
寛

リ
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
挫
け
ず
継
続

し
て
い
く
事
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
講
員
さ
ん
も
減
少
し
て
い
る
状
況
で
す
が
、

人
数
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
梅
花
流
の
本
当
の

力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
少
な
く
な
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
梅
花
講
を
辞
め
る
理
由
に
し

て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
体
が
不
自
由
な
方
が
詠
讃
歌
に
取
り

組
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詠
讃
歌

の
仕
組
み
を
様
々
な
人
に
と
っ
て
利
用
で
き

る
よ
う
に
作
り
直
す
こ
と
も
曹
洞
宗
全
体
で

考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
田
師
／
私
が
以
前
お
世
話
に
な
っ
て
い
た

お
寺
で
は
、
同
行
御
和
讃
を
ピ
ア
ノ
伴
奏
で

お
唱
え
し
梅
花
流
に
親
し
ん
で
も
ら
い
ま
し

た
。
梅
花
流
の
持
つ
魅
力
を
伝
え
る
努
力
を

し
な
け
れ
ば
今
の
多
様
化
し
た
個
人
の
セ
ン

サ
ー
に
は
引
っ
掛
か
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
今
後
は
様
々
な
も
の
と
コ
ラ
ボ
し

た
企
画
を
展
開
す
る
の
も
良
さ
そ
う
で
す
。

清
水
師
／
檀
信
徒
の
方
々
と
一
緒
に
お
唱
え

し
て
親
し
ん
で
い
た
だ
く
。
そ
れ
は
講
員
さ

ん
獲
得
の
物
凄
い
原
動
力
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
今
後
檀
家
さ
ん
が
増
え
る
可
能
性
の
あ

る
都
市
部
の
お
寺
さ
ん
に
協
力
し
て
も
ら
う

の
も
一
つ
の
手
段
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

為
に
は
研
鑚
を
積
ん
で
良
い
お
唱
え
を
し
、

興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
の
が
重
要
で
す
ね
。

藤
田
師
／
曹
洞
宗
全
体
で
講
員
さ
ん
獲
得
に

繋
が
る
間
口
を
広
げ
て
い
く
段
階
だ
と
思
い

ま
す
。
詠
讃
歌
に
伴
奏
を
つ
け
た
事
例
の
よ

う
に
、
法
具
を
使
わ
ず
と
も
誰
も
が
梅
花
流

の
教
え
を
口
ず
さ
む
こ
と
が
で
き
る
手
段
を

検
討
し
て
、
梅
花
と
出
会
う
き
っ
か
け
作
り

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

永
井
師
／
講
員
さ
ん
達
は
「
私
た
ち
が
こ
の

お
寺
を
支
え
て
い
る
」
と
い
う
心
が
、
我
々

が
思
っ
て
い
る
以
上
に
強
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
我
々
が
檀
家
さ
ん
達
に
伝
え
き
れ
な

か
っ
た
事
も
講
員
さ
ん
達
が
上
手
く
伝
え
て

く
だ
さ
る
。
お
寺
を
最
前
線
で
支
え
て
く
だ

さ
る
い
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
今
後
も
講

員
さ
ん
を
増
や
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

そ
れ
ぞ
れ
の
梅
花
流

た
だ
ひ
た
す
ら
に
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三
重
県
内
の
仏
教
讃
歌
を
歌
う
寺
族
で
構
成
さ

れ
る
女
声
合
唱
団
「
マ
ー
ヤ
の
会
」

　
そ
の
活
動
に
つ
い
て
お
話
し
を
伺
う
べ
く
代
表

の
太
田
紀
子
氏
（
三
重
県
大
蓮
寺
）
を
訪
ね
ま
し

た
。
　

―

仏
教
讃
歌
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

　
仏
教
讃
歌
と
は
、
明
治
時
代
以
後
、
西
洋
音
楽

を
勉
強
し
た
作
曲
家
や
仏
教
的
素
養
を
持
つ
文
学

者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
西
洋
音
楽
の
音
階
を
使
っ

た
音
楽
の
こ
と
で
す
。
声
明
、
御
詠
歌
の
よ
う
な

仏
教
各
宗
派
に
伝
わ
る
儀
式
的
な
音
楽
と
は
別
な

も
の
で
す
。

―

マ
ー
ヤ
の
会
結
成
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い

　
私
自
身
、
音
楽
の
関
係
の
大
学
で
声
楽
を
学
び

ま
し
た
が
、
お
寺
に
嫁
に
来
る
ま
で
は
仏
教
讃
歌

と
い
う
存
在
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
子
育
て
も

一
段
落
し
て
、
精
神
的
に
余
裕
が
出
来
た
頃
、
曹

洞
宗
か
ら
駒
澤
大
学
の
合
唱
団
が
歌
う
『
仏
教
讃

歌
集
』
と
い
う
１
枚
の
Ｃ
Ｄ
が
届
い
て
、
カ
ラ
オ

ケ
が
入
っ
て
い
た
の
で
歌
っ
て
み
よ
う
と
思
い

ま
し
た
。
当
時
、
私
が
寺
族
会
の
役
員
を
し
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
若
い
寺
族
さ
ん
方
に
「
一
緒
に

歌
い
ま
せ
ん
か
」
と
声
を
掛
け
た
の
で
す
ね
。
２

０
０
５
年
、
お
釈
迦
様
の
お
母
様
の
名
前
で
あ
る

マ
ー
ヤ
を
頂
戴
し
有
志
で
結
成
さ
れ
た
の
が
、

「
マ
ー
ヤ
の
会
」
で
す
。

―

現
在
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

　
先
日
、
滋
賀
県
大
津
市
内
の
青
龍
寺
で
婦
人
会

と
寺
族
会
の
総
会
が
あ
り
、
マ
ー
ヤ
の
会
で
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
三
重
県
内
の
授
戒
会

や
、
晋
山
式
で
も
歌
っ
た
り
、
臨
済
宗
の
お
寺
の

行
事
に
は
毎
年
呼
ん
で
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。
現
在
人
数
が
フ
ル
メ
ン
バ
ー
で
７
人
。
徐
々

に
動
け
る
メ
ン
バ
ー
が
減
り
大
変
な
部
分
も
あ

り
ま
す
が
、
年
間
３
、
４
回
は
「
マ
ー
ヤ
の
会
」

で
活
動
し
て
い
ま
す
。

―

こ
れ
ま
で
の
活
動
で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る

こ
と
は
何
で
す
か

　
曹
洞
宗
東
海
管
区
駿
河
親
睦
会
が
主
催
す
る

「
国
立
駿
河
療
養
所
　
落
語
寄
席
」
に
出
演
し
た

時
で
す
ね
。
そ
の
時
に
患
者
さ
ん
の
代
表
の
人
が

「
こ
ん
な
歌
初
め
て
聴
い
た
、
あ
り
が
と
う
」
っ

て
言
っ
て
涙
を
流
し
て
握
手
し
て
く
れ
ま
し
て

ね
。
普
段
涙
を
流
す
姿
を
あ
ま
り
見
せ
な
い
人
が

感
動
の
涙
を
流
し
て
い
て
、
そ
う
い
う
時
間
を
作

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
良
か
っ
た
な
と
思
い
ま

す
。

―

今
後
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
き
た
い
か

　
必
ず
歌
に
入
る
前
に
解
説
を
入
れ
ま
す
。
す
る

と
歌
詞
が
す
っ
と
入
り
、
理
解
が
膨
ら
み
、
皆
さ

ん
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
。
こ
れ
は
も
う
布
教
で
す

よ
ね
。
布
教
師
に
は
な
れ
な
く
て
も
、
伴
奏
入
り

の
布
教
活
動
は
出
来
る
と
思
っ
て
、
私
も
と
て
も

喜
ん
で
い
ま
す
。
声
が
続
く
限
り
仏
教
讃
歌
を
歌

い
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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CONTRIBUTION

梅花講の魅力

寄
稿
文
　
梅
花
講
の
魅
力

「
身
、
初
心
な
る
を
顧
み
る
こ
と
な
か
れ
」

　　
青
森
県
八
戸
市
常
現
寺
梅
花
講
　
山
本
佑
介

　
現
在
、
青
森
県
で
梅
花
講
員
と
し
て
活
動
を
し

て
お
り
ま
す
山
本
佑
介
と
申
し
ま
す
。
こ
の
度
、

全
曹
青
様
よ
り
寄
稿
依
頼
を
い
た
だ
き
、
正
直
何

を
書
こ
う
か
と
悩
み
ま
し
た
が
、
私
が
梅
花
講
員

と
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
を
お
伝
え
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
私
は
今
か
ら
４
年
前
の
冬
に
梅
花
の
門
を
叩
き

ま
し
た
。
入
っ
た
当
初
、
先
輩
梅
花
講
員
さ
ん
か

ら
は
「
若
い
の
に
感
心
だ
ね
え
」
「
仏
さ
ま
も
喜

ば
れ
ま
す
よ
」
と
か
わ
い
が
っ
て
も
ら
い
、
緊
張

し
て
い
た
私
は
心
が
ホ
ッ
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
何
故
、
御
詠
歌
を
始
め
よ
う
と
思
っ
た
の
か
。

私
は
高
校
を
卒
業
後
、
介
護
施
設
で
ヘ
ル
パ
ー
と

し
て
就
職
し
、
現
在
も
勤
務
し
て
お
り
ま
す
が
、

そ
こ
の
施
設
に
入
所
し
て
い
る
一
人
の
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
私
に
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
佑
介
君
は
い
い
声
し
て
る
ね
え
。
あ
、
そ
う

だ
、
御
詠
歌
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
」

　
私
は
一
瞬
「
え
っ
御
詠
歌
？
」
と
不
思
議
に
思

い
ま
し
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
「
御
詠
歌
」
と
い

う
の
も
何
か
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
御
詠
歌
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
昔
、
岩
手
県
で
梅
花

流
の
ご
詠
歌
を
長
年
学
ん
で
い
た
と
の
こ
と
で
私

の
声
を
聞
い
て
こ
れ
は
と
思
っ
た
の
で
す
。
私

は
ち
ょ
っ
と
興
味
を
持
ち
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

調
べ
た
と
こ
ろ
、
梅
花
流
の
全
国
奉
詠
大
会
の

動
画
が
あ
り
視
聴
し
て
み
る
と
美
し
い
歌
声
が

私
の
心
に
響
き
、
そ
の
時
「
や
っ
て
み
よ
う
」

と
決
心
し
た
の
が
始
め
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か

け
で
す
。

　
私
が
通
う
梅
花
講
は
海
に
近
く
、
の
ど
か
な
町

に
あ
る
お
寺
で
、
毎
週
日
曜
日
に
御
詠
歌
の
練
習

を
し
て
お
り
ま
す
。
15
名
ほ
ど
の
講
員
さ
ん
と

日
々
詠
道
に
精
進
し
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
い
つ

も
心
の
中
で
心
得
て
い
る
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
身
、
初
心
な
る
を
顧
み
る
こ
と
な
か
れ
」

　
こ
れ
は
大
本
山
永
平
寺
を
開
か
れ
た
道
元
禅
師

さ
ま
の
お
言
葉
で
す
。
ひ
と
度
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

た
か
ら
に
は
「
初
心
」
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
「
初

心
」
を
貫
く
決
意
が
必
要
で
あ
り
、
「
困
難
か
ら

逃
げ
よ
う
と
す
る
心
が
、
ま
た
新
し
い
困
難
を
作

り
出
す
」
。
こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
た
い
と
い
う

意
味
で
す
。
梅
花
流
を
通
し
て
私
は
常
に
「
初

心
」
の
心
で
こ
れ
か
ら
も
一
仏
両
祖
の
御
教
え
に

従
い
励
ん
で
い
き
、
梅
花
講
員
と
し
て
活
動
し
て

ま
い
り
ま
す
。

合
掌

や
ま
も
と
ゆ
う
す
け

じ
ょ
う
げ
ん
じ

お
お 

た  

の
り 
こ

だ
い
れ
ん 

じ

常現寺梅花講の練習風景
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三
重
県
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の
仏
教
讃
歌
を
歌
う
寺
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で
構
成
さ
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団
「
マ
ー
ヤ
の
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」
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澤
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『
仏
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と
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う
１
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Ｃ
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が
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い
て
、
カ
ラ
オ

ケ
が
入
っ
て
い
た
の
で
歌
っ
て
み
よ
う
と
思
い

ま
し
た
。
当
時
、
私
が
寺
族
会
の
役
員
を
し
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
若
い
寺
族
さ
ん
方
に
「
一
緒
に

歌
い
ま
せ
ん
か
」
と
声
を
掛
け
た
の
で
す
ね
。
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０
０
５
年
、
お
釈
迦
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の
お
母
様
の
名
前
で
あ
る

マ
ー
ヤ
を
頂
戴
し
有
志
で
結
成
さ
れ
た
の
が
、

「
マ
ー
ヤ
の
会
」
で
す
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現
在
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
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え
て
く
だ
さ
い

　
先
日
、
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賀
県
大
津
市
内
の
青
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で
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人
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と
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の
総
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が
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り
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の
会
で
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
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三
重
県
内
の
授
戒
会

や
、
晋
山
式
で
も
歌
っ
た
り
、
臨
済
宗
の
お
寺
の

行
事
に
は
毎
年
呼
ん
で
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。
現
在
人
数
が
フ
ル
メ
ン
バ
ー
で
７
人
。
徐
々

に
動
け
る
メ
ン
バ
ー
が
減
り
大
変
な
部
分
も
あ

り
ま
す
が
、
年
間
３
、
４
回
は
「
マ
ー
ヤ
の
会
」

で
活
動
し
て
い
ま
す
。

―

こ
れ
ま
で
の
活
動
で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る

こ
と
は
何
で
す
か

　
曹
洞
宗
東
海
管
区
駿
河
親
睦
会
が
主
催
す
る

「
国
立
駿
河
療
養
所
　
落
語
寄
席
」
に
出
演
し
た

時
で
す
ね
。
そ
の
時
に
患
者
さ
ん
の
代
表
の
人
が

「
こ
ん
な
歌
初
め
て
聴
い
た
、
あ
り
が
と
う
」
っ

て
言
っ
て
涙
を
流
し
て
握
手
し
て
く
れ
ま
し
て

ね
。
普
段
涙
を
流
す
姿
を
あ
ま
り
見
せ
な
い
人
が

感
動
の
涙
を
流
し
て
い
て
、
そ
う
い
う
時
間
を
作

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
良
か
っ
た
な
と
思
い
ま

す
。

―

今
後
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
き
た
い
か

　
必
ず
歌
に
入
る
前
に
解
説
を
入
れ
ま
す
。
す
る

と
歌
詞
が
す
っ
と
入
り
、
理
解
が
膨
ら
み
、
皆
さ

ん
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
。
こ
れ
は
も
う
布
教
で
す

よ
ね
。
布
教
師
に
は
な
れ
な
く
て
も
、
伴
奏
入
り

の
布
教
活
動
は
出
来
る
と
思
っ
て
、
私
も
と
て
も

喜
ん
で
い
ま
す
。
声
が
続
く
限
り
仏
教
讃
歌
を
歌

い
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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講
の
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力

「
身
、
初
心
な
る
を
顧
み
る
こ
と
な
か
れ
」

　　
青
森
県
八
戸
市
常
現
寺
梅
花
講
　
山
本
佑
介

　
現
在
、
青
森
県
で
梅
花
講
員
と
し
て
活
動
を
し

て
お
り
ま
す
山
本
佑
介
と
申
し
ま
す
。
こ
の
度
、

全
曹
青
様
よ
り
寄
稿
依
頼
を
い
た
だ
き
、
正
直
何

を
書
こ
う
か
と
悩
み
ま
し
た
が
、
私
が
梅
花
講
員

と
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
を
お
伝
え
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
私
は
今
か
ら
４
年
前
の
冬
に
梅
花
の
門
を
叩
き

ま
し
た
。
入
っ
た
当
初
、
先
輩
梅
花
講
員
さ
ん
か

ら
は
「
若
い
の
に
感
心
だ
ね
え
」
「
仏
さ
ま
も
喜

ば
れ
ま
す
よ
」
と
か
わ
い
が
っ
て
も
ら
い
、
緊
張

し
て
い
た
私
は
心
が
ホ
ッ
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
何
故
、
御
詠
歌
を
始
め
よ
う
と
思
っ
た
の
か
。

私
は
高
校
を
卒
業
後
、
介
護
施
設
で
ヘ
ル
パ
ー
と

し
て
就
職
し
、
現
在
も
勤
務
し
て
お
り
ま
す
が
、

そ
こ
の
施
設
に
入
所
し
て
い
る
一
人
の
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
私
に
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
佑
介
君
は
い
い
声
し
て
る
ね
え
。
あ
、
そ
う

だ
、
御
詠
歌
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
」

　
私
は
一
瞬
「
え
っ
御
詠
歌
？
」
と
不
思
議
に
思

い
ま
し
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
「
御
詠
歌
」
と
い

う
の
も
何
か
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
御
詠
歌
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
昔
、
岩
手
県
で
梅
花

流
の
ご
詠
歌
を
長
年
学
ん
で
い
た
と
の
こ
と
で
私

の
声
を
聞
い
て
こ
れ
は
と
思
っ
た
の
で
す
。
私

は
ち
ょ
っ
と
興
味
を
持
ち
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

調
べ
た
と
こ
ろ
、
梅
花
流
の
全
国
奉
詠
大
会
の

動
画
が
あ
り
視
聴
し
て
み
る
と
美
し
い
歌
声
が

私
の
心
に
響
き
、
そ
の
時
「
や
っ
て
み
よ
う
」

と
決
心
し
た
の
が
始
め
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か

け
で
す
。

　
私
が
通
う
梅
花
講
は
海
に
近
く
、
の
ど
か
な
町

に
あ
る
お
寺
で
、
毎
週
日
曜
日
に
御
詠
歌
の
練
習

を
し
て
お
り
ま
す
。
15
名
ほ
ど
の
講
員
さ
ん
と

日
々
詠
道
に
精
進
し
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
い
つ

も
心
の
中
で
心
得
て
い
る
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
身
、
初
心
な
る
を
顧
み
る
こ
と
な
か
れ
」

　
こ
れ
は
大
本
山
永
平
寺
を
開
か
れ
た
道
元
禅
師

さ
ま
の
お
言
葉
で
す
。
ひ
と
度
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

た
か
ら
に
は
「
初
心
」
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
「
初

心
」
を
貫
く
決
意
が
必
要
で
あ
り
、
「
困
難
か
ら

逃
げ
よ
う
と
す
る
心
が
、
ま
た
新
し
い
困
難
を
作

り
出
す
」
。
こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
た
い
と
い
う

意
味
で
す
。
梅
花
流
を
通
し
て
私
は
常
に
「
初

心
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の
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で
こ
れ
か
ら
も
一
仏
両
祖
の
御
教
え
に

従
い
励
ん
で
い
き
、
梅
花
講
員
と
し
て
活
動
し
て

ま
い
り
ま
す
。
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や
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と
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す
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う
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じ

お
お 

た  

の
り 

こ

だ
い
れ
ん 

じ

常現寺梅花講の練習風景

 

山本佑介氏　普段は介護施設でヘルパーとして勤務されています

練習に集まったマーヤの会のみなさん 
右下→太田紀子氏　左下→小林みゆき氏 
右上→北澤仁美氏 　左上→牧野由美氏

滋賀県大津市青龍寺での発表

せ
い
り
ゅ
う
じ

み

し
ょ
し
ん

か
え
り
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特集　これからの梅花流

特
集
を
お
え
て

　
こ
の
度
、
梅
花
流
の
特
集
を
組
ま
せ
て
い
た
だ

き
宗
務
庁
や
師
範
、
講
員
さ
ん
、
仏
教
讃
歌
に
取

り
組
ま
れ
て
い
る
方
と
い
っ
た
、
様
々
な
立
場
の

方
か
ら
お
話
を
聞
く
事
が
で
き
ま
し
た
。
今
回
の

特
集
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
そ
れ
ぞ
れ

の
考
え
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
自
身
の
視
野
の
狭

さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

　
や
は
り
、
梅
花
流
が
年
々
衰
退
し
て
い
る
の
は

皆
様
も
感
じ
て
お
り
、
そ
の
中
で
各
々
に
対
策
や

今
後
の
展
望
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
師
範
の
先
生
方
が
仰
っ
て
い
た
、
人
を
集
め

る
た
め
の
新
し
い
発
信
の
仕
方
、
講
員
さ
ん
に
な

っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
新
し
い
取
り
組
み
、
こ
れ

ら
を
実
行
し
浸
透
し
て
い
け
ば
第
２
次
梅
花
流

ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
せ
そ
う
な
面
白
い
取
り
組

み
に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
仏
教
讃
歌
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
「
マ

ー
ヤ
の
会
」
も
解
説
、
伴
奏
、
合
唱
と
聴
覚
に
訴

え
か
け
る
素
晴
ら
し
い
布
教
活
動
で
あ
り
、
歌
を

通
し
て
仏
様
の
教
え
を
世
に
発
信
し
て
い
ま
し

た
。
太
田
代
表
曰
く
、
一
般
の
方
に
も
仏
教
讃
歌

　
今
後
、
日
本
の
人
口
は
著
し
く
減
少
し
、
30
年

後
に
は
約
３
０
０
０
万
人
少
な
く
な
る
と
い
う
推

計
が
出
て
い
る
。
多
く
の
寺
院
が
存
続
の
危
機
に

す
ら
直
面
す
る
時
代
に
、
梅
花
講
員
が
激
減
す
る

こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
教
化
の
面
で
梅
花
流
が

果
た
し
て
き
た
功
績
を
考
え
る
と
、
こ
れ
が
急
激

に
縮
小
す
る
こ
と
は
曹
洞
宗
の
趨
勢
に
大
き
く

影
響
す
る
。「
梅
花
流
を
ど
う
残
す
か
」
と
い
う

こ
と
ま
で
本
気
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地

点
に
、
確
実
に
来
て
い
る
と
い
う
の
が
実
感
で
あ

る
。

　
創
立
以
来
、
梅
花
流
と
の
関
わ
り
方
は
、
講
員

と
し
て
登
録
し
梅
花
流
詠
讃
歌
を
学
ぶ
と
い
う
こ

と
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
詠
道
課

の
業
務
の
大
部
分
は
梅
花
講
員
に
関
す
る
事
務
で

あ
り
、
講
員
に
向
け
た
種
々
の
活
動
を
通
し
て
梅

花
流
を
維
持
発
展
さ
せ
て
き
た
。
反
面
、
外
部
一

般
に
向
け
て
梅
花
流
を
広
め
る
取
り
組
み
に
注

を
聞
い
て
感
動
さ
れ
る
方
は
多
い
ら
し
く
、
こ
ち

ら
も
新
し
い
発
信
方
法
を
見
出
す
こ
と
が
出
来

れ
ば
、
一
大
旋
風
を
巻
き
起
こ
せ
る
可
能
性
が
あ

る
と
感
じ
ま
し
た
。

　
一
方
で
、
新
し
い
手
法
を
行
え
ば
様
々
な
所
か

ら
批
判
さ
れ
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
見
が
出
て
き
ま

す
。
そ
れ
ら
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
事
の
な
い
強
い
信

念
の
も
と
、
清
水
師
が
言
わ
れ
た
「
ひ
た
す
ら
に

研
鑚
を
積
み
、
ひ
た
す
ら
に
継
続
し
て
い
く
」
こ

と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
梅
花
流
を
は
じ
め

仏
教
讃
歌
な
ど
の
様
々
な
布
教
活
動
を
行
っ
て

い
く
上
で
必
要
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
先

に
こ
そ
梅
花
流
の
活
性
化
、
ひ
い
て
は
曹
洞
宗
の

活
性
化
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
結
び
に
、
今
回
の
特
集
に
快
く
協
力
し
て
下
さ

い
ま
し
た
山
田
太
壱
師
、
清
水
道
広
師
、
藤
田
清

隆
師
、
永
井
真
壽
師
、
宗
務
庁
詠
道
課
大
友
博
志

師
、
マ
ー
ヤ
の
会
代
表
太
田
紀
子
氏
は
じ
め
会
員

一
同
様
、
山
本
佑
介
氏
に
こ
の
場
を
お
借
り
し
て

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

特
集
担
当
／
広
報
委
員
　
深
堀
泰
寛

広
報
委
員
　
石
原
顕
成

ぐ
力
が
極
め
て
弱
か
っ
た
実
情
が
あ
る
。
こ
の
内

向
的
な
在
り
方
を
変
え
な
け
れ
ば
、
衰
退
を
見
守

る
だ
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感

を
抱
い
て
い
る
。

　
平
成
29
年
度
宗
務
庁
主
催
の
「
禅
を
き
く
会
」

で
は
、
魅
せ
る
こ
と
を
意
識
し
た
型
に
は
ま
ら
な

い
梅
花
流
を
ス
テ
ー
ジ
で
展
開
し
、
観
る
者
聴
く

者
の
心
に
沁
み
わ
た
る
詠
道
を
届
け
る
こ
と
に
成

功
し
た
。
自
分
で
は
唱
え
な
く
て
も
「
梅
花
流
が

好
き
」「
御
詠
歌
を
聴
く
と
心
が
和
む
」
と
い
う

よ
う
な
潜
在
的
な
梅
花
人
口
を
増
や
す
こ
と
に
、

今
後
の
梅
花
流
の
展
望
を
見
出
せ
る
と
確
信
で

き
た
企
画
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
験
を
基
に
、
詠
道

課
で
作
製
し
て
い
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
載
せ
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
す
ぐ
に
聴

け
る
よ
う
に
工
夫
し
た
。
ま
た
、
出
版
部
で
頒
布

し
て
い
る
供
養
編
の
Ｃ
Ｄ
を
案
内
し
、
自
ら
梅
花

流
を
求
め
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
。

　
梅
花
流
の
魅
力
を
伝
え
る
に
は
、
実
際
に
お
唱

え
を
聴
か
せ
、
心
を
動
か
し
て
も
ら
う
の
が
一
番

で
あ
る
。
お
唱
え
に
出
会
え
る
仕
掛
け
や
企
画
を

展
開
し
、
裾
野
を
広
め
る
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
、
師
範
・
詠
範
に
対
し
、
詠
唱

す
る
機
会
の
創
出
を
も
っ
と
促
し
、
心
に
響
く
詠

讃
歌
を
一
人
ひ
と
り
に
届
け
る
よ
う
主
導
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
講
員
と
な
る
か
に
関
わ
ら

ず
、
詠
讃
歌
を
聴
き
た
い
と
い
う
人
を
増
や
す
こ

と
は
、
梅
花
流
の
命
脈
を
保
つ
こ
と
に
有
意
義
と

考
え
て
い
る
。

　
困
難
な
局
面
で
は
あ
る
が
、
講
員
増
加
の
努
力

を
続
け
つ
つ
、
30
年
後
を
見
据
え
て
詠
道
課
は
必

要
な
施
策
を
講
じ
て
い
く
。
今
後
と
も
、
全
国
曹

洞
宗
青
年
会
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
詠
讃
歌
を
通
し
た
布
教
教
化
を
推
進
し
て

い
き
た
い
。
こ
の
特
集
を
機
に
、
多
く
の
方
々
が

梅
花
流
を
聴
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
願
う
。

詠
道
課
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

曹
洞
宗
宗
務
庁
伝
道
部
詠
道
課

出版部で頒布しているCD

詠道課で作製しているリーフレット

す
う
せ
い
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す
こ
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梅
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を
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こ
と
に
有
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と

考
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難
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局
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で
は
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る
が
、
講
員
増
加
の
努
力

を
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つ
、
30
年
後
を
見
据
え
て
詠
道
課
は
必

要
な
施
策
を
講
じ
て
い
く
。
今
後
と
も
、
全
国
曹

洞
宗
青
年
会
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
詠
讃
歌
を
通
し
た
布
教
教
化
を
推
進
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て

い
き
た
い
。
こ
の
特
集
を
機
に
、
多
く
の
方
々
が

梅
花
流
を
聴
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
願
う
。

詠
道
課
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

曹
洞
宗
宗
務
庁
伝
道
部
詠
道
課

出版部で頒布しているCD

詠道課で作製しているリーフレット

す
う
せ
い
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ポ
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全
曹
青

「
禅
を
き
く
会
」
開
催

　
令
和
２
年
２
月
５
日
「
有
楽
町
よ
み
う
り
ホ
ー

ル
」
で
曹
洞
宗
宗
務
庁
主
催
に
よ
る
「
禅
を
き
く

会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
第
１
部
で
は
愛
知
専

門
尼
僧
堂
堂
長
の
青
山
俊
董
老
師
に
「
道
元
禅
師

の
修
行
観―

喜
心
・
老
心
・
大
心
の
三
心―

」
と

い
う
演
題
で
お
話
を
賜
り
ま
し
た
。
厳
し
く
も
慈

愛
の
溢
れ
る
語
り
口
に
参
加
者
の
皆
様
も
聞
き

入
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　
第
２
部
で
は
、映
画
『
典
座
―
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｚ
Ｏ
―
』

が
上
映
さ
れ
ま
し
た
。
初
め
て
見
る
方
や
、
遠
方

か
ら
来
ら
れ
た
方
も
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

上
映
後
に
は
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任

研
究
員
の
宇
野
全
智
師
を
司
会
と
し
て
、
青
山
俊

董
老
師
、
河
口
智
賢
映
画
事
業
実
行
委
員
長
、
富

田
克
也
監
督
の
鼎
談
が
行
わ
れ
、
映
画
の
制
作
経

緯
や
海
外
で
の
反
響
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
、
青
山
老
師
は
僧
侶
の
苦
悩
や
葛
藤
を

描
い
た
点
に
つ
い
て
、「
私
た
ち
僧
侶
も
皆
様
と

同
じ
人
間
で
あ
り
同
じ
よ
う
に
悩
み
苦
し
む
。
そ

れ
を
ど
う
転
化
さ
せ
る
か
が
重
要
で
あ
る
」
と
示

さ
れ
ま
し
た
。

　
長
時
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
と
て
も
充
実
し

た
内
容
に
会
場
を
後
に
す
る
参
加
者
の
顔
に
も
満

足
感
が
感
じ
ら
れ
、「
こ
の
よ
う
な
機
会
が
あ
れ

ば
是
非
ま
た
参
加
し
た
い
」
と
い
う
声
も
多
数
い

た
だ
き
ま
し
た
。

文
／
広
報
委
員
　
秋
元
憲
裕

　
令
和
２
年
１
月
17
日
、
今
年
も
「
阪

神
・
淡
路
大
震
災
慰
霊
法
要
」
が
兵

庫
県
神
戸
市
で
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　
前
日
の
１
月
16
日
、
神
戸
青
年
仏

教
徒
会
事
務
所
で
、
同
会
理
事
長
の

螺
澤
明
法
師
が
導
師
を
務
め
、「
阪
神
・

淡
路
大
震
災
逮
夜
法
要
」
が
行
な
わ

れ
ま
し
た
。

　
当
日
、
震
災
の
起
き
た
午
前
５
時

46
分
か
ら
神
戸
市
内
の
「
あ
わ
せ
の

地
蔵
」「
た
か
と
り
教
会
」
で
「
阪
神
・

淡
路
大
震
災
慰
霊
法
要
」
が
厳
修
さ

れ
ま
し
た
。「
あ
わ
せ
の
地
蔵
」
で
は

幅
広
い
年
代
の
方
々
が
焼
香
の
列
を

作
り
、
震
災
の
記
憶
が
確
か
に
受
け

継
が
れ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
ま
し

た
。「
た
か
と
り
教
会
」
で
は
い
く
つ

も
の
キ
ャ
ン
ド
ル
が
灯
さ
れ
、
荘
厳

な
雰
囲
気
の
中
、
様
々
な
宗
教
者
が

参
列
し
、
全
曹
青
か
ら
も
原
会
長
は

じ
め
４
名
が
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

　
当
時
を
知
っ
て
い
る
僧
侶
も
ま
た
、

真
摯
に
慰
霊
法
要
を
継
続
し
て
い
き

な
が
ら
新
し
い
世
代
に
継
承
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
感
じ
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
。

文
／
広
報
委
員
長
　
田
ノ
口
太
悟

阪
神
・
淡
路
大
震
災
慰
霊
法
要か

い
ざ
わ
め
い
ほ
う

慰
霊
の

想
い

東
日
本

大
震
災

２
０
１
１
年
３
月
11
日
14
時
46
分
。

　
東
北
・
関
東
地
域
を
東
日
本
大
震
災
が
襲
い
ま
し
た
。

　
そ
の
被
害
の
規
模
は
甚
大
で
、
被
災
地
域
に
は
今
も

震
災
の
影
響
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
全
曹
青
で
は
毎
年
、
東
北
各
地
で
行
わ
れ
る
慰
霊
法

要
に
積
極
的
に
参
加
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
年
は

残
念
な
が
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
不
参
加

と
な
り
ま
し
た
。

　
代
わ
り
に
、
会
員
の
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
お
寺
で
慰

霊
法
要
を
勤
め
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　
そ
の
模
様
、
慰
霊
へ
の
想
い
を
写
真
と
し
て
ご
報
告

い
た
し
ま
す
。

あ
お
や
ま
し
ゅ
ん
ど
う

う
　
の 

ぜ
ん  

ち

か
わ
ぐ
ち 

ち 

け
ん

た 

か
つ 

や

と
み
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
災
害
支
援
の
こ
れ
か
ら

　
　
　
　
　
〜
共
に
学
び
、
新
し
い
未
来
を
つ
く
る
〜
」
開
催

　
２
月
４
日
、
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
で

曹
洞
宗
宗
務
庁
、
曹
洞
宗
婦
人
会
、
公

益
社
団
法
人
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
会
（
以
下
Ｓ
Ｖ
Ａ
）、
全
国
曹

洞
宗
青
年
会
（
以
下
全
曹
青
）
に
よ
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
災
害
支
援
の
こ
れ
か

ら
〜
共
に
学
び
、
新
し
い
未
来
を
つ
く

る
〜
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
映
像
上
映
「
共
に
生
き
、
共
に
学
ぶ

〜
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
僧
〜
」
で
は
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
社
会
の
変
遷
、
人
々
と
寺
院

と
の
関
係
の
変
化
、Ｓ
Ｖ
Ａ
の
活
動
の

歴
史
な
ど
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

　
「
災
害
時
に
お
け
る
寺
院
の
役
割
」
で
は
、
大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究

科
の
稲
場
圭
信
教
授
が
「
耐
震
性
、政
教
分
離
の
問
題
な
ど
課
題
は
あ
る
が
、
広
い

畳
敷
き
の
空
間
や
炊
事
場
、
豊
富
な
物
資
を
備
え
て
い
る
神
社
や
寺
な
ど
の
宗
教

施
設
は
大
規
模
災
害
時
の
避
難
場
所
と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
る
」
と
説
明
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
平
成
30
年
西
日
本
豪
雨
災
害
／
令
和
元
年
台
風
19
号
災
害
被
災
者
支
援

の
成
果
と
課
題
」
で
は
、
宮
入
真
道
師
（
曹
洞
宗
長
野
県
第
一
宗
務
所
）、
本
土
悠

悟
師
（
四
国
地
区
曹
洞
宗
青
年
会
）、
渡
邉
珠
人
師
（
Ｓ
Ｖ
Ａ
）、
原
田
恵
一
災
害

復
興
支
援
部
事
務
局
長
（
全
曹
青
）
が
災
害
支
援
活
動
の
報
告
や
今
後
の
課
題
に

つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。

文
／
災
害
復
興
支
援
部
事
務
局
長 

原
田
恵
一

全日仏青
NEWS

タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
禅
研
修

　
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
に
11
あ
る
委
員
会

の
一
つ
、
仏
教
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
事
業
委
員
会
が

以
前
よ
り
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
「
坐
禅
」

を
通
し
て
曹
洞
禅
の
魅
力
を
タ
イ
国
へ
、
そ
し
て

ア
ジ
ア
社
会
に
発
信
し
、
さ
ら
な
る
曹
洞
宗
の
国

際
的
な
宣
揚
を
は
か
る
為
に
実
施
い
た
し
ま
し

た
。
定
員
30
人
の
と
こ
ろ
50
人
を
超
え
る
参
加
を

い
た
だ
き
、
盛
会
裡
に
円
成
い
た
し
ま
し
た
。

　
日
本
か
ら
講
師
と
し
て
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー
教
化
研
修
部
門
副
主
任
研
究
員
を
務
め
る

南
原
一
貴
師
を
招
聘
し
、
村
山
博
雅
師
、
松
岡
広

也
全
曹
青
国
際
委
員
会
特
別
委
員
、
大
橋
康
道
全

曹
青
国
際
委
員
会
副
委
員
長
の
４
人
で
坐
禅
、
写

経
、
飯
台
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　
今
回
参
加
を
し
た
仏
教
青
年
は
曹
洞
禅
を
ま
っ

す
ぐ
な
心
で
受
け
入
れ
、
タ
イ
国
の
メ
デ
ィ
テ
ー

シ
ョ
ン
で
は
行
わ
れ
な
い
警
策
や
、
考
え
方
の
異

な
る
只
管
打
坐
の
教
え
を
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
、
受

け
入
れ
、
実
践
を
し
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
は
、
タ
イ
国
に
、
日
本
仏
教
へ
の
興
味
や
禅

の
教
え
を
学
び
た
い
と
考
え
る
多
く
の
若
者
が
い

る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
今
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
曹
洞
禅
の
深
い

教
え
を
タ
イ
国
へ
広
く
発
信
す
る
こ
と
が
出
来
た

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
タ
イ
国
の
み
な
ら
ず
ア
ジ

ア
社
会
へ
さ
ら
に
広
く
曹
洞
禅
の
宣
揚
を
は
か

る
、
貴
重
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
確
信
い
た
し

ま
す
。

文
／
国
際
副
委
員
長
　
大
橋
康
道

こ
れ
ま
で
の
世
界
仏
教
徒

青
年
連
盟
事
業
報
告

　
２
０
１
８
年
11
月
、
大
本
山
總
持
寺
で
の
盛
大

な
記
念
式
典
も
記
憶
に
新
し
い
、
世
界
仏
教
徒
会

議
日
本
大
会
に
て
、
全
曹
青
が
加
盟
す
る
全
日
本

仏
教
青
年
会
（
以
下
全
日
仏
青
）
は
、
会
長
を
含

め
６
名
と
い
う
、
過
去
前
例
を
見
な
い
最
多
人
数

の
世
界
仏
教
徒
青
年
連
盟
（
以
下
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
）
役

員
を
輩
出
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
全
曹
青
は
、
会

長
、
副
会
長
、
顧
問
、
事
務
局
次
長
、
会
計
次
長

の
５
役
職
を
務
め
現
在
に
至
り
ま
す
。

　
こ
の
１
年
半
の
間
、Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
は
活
発
に
活
動

し
て
き
ま
し
た
。
現
体
制
に
入
り
す
ぐ
開
か
れ
た

バ
ン
コ
ク
で
の
世
界
仏
教
徒
大
学
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
や
、
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
ビ
ル
で
開

催
さ
れ
た
世
界
平
和
会
議
を
は
じ
め
と
す
る
様
々

な
国
際
事
業
へ
の
参
画
や
運
営
、
表
敬
訪
問
や
各

国
記
念
式
典
へ
の
参
加
、
度
々
開
か
れ
る
Ｗ
Ｆ
Ｂ

（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）
並
び
に
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
の
執
行

役
員
会
議
等
を
通
じ
て
、
各
国
の
仏
教
徒
と
の
交

流
を
さ
ら
に
深
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
特
に
、
マ

レ
ー
シ
ア
仏
教
青
年
会
と
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
を
通
じ
て

日
本
で
開
催
し
た
国
際
交
流
研
修
や
、
バ
ン
コ
ク

の
Ｗ
Ｆ
Ｂ
本
部
ビ
ル
で
開
催
し
た
参
禅
布
教
研

修
会
の
成
功
は
、
こ
れ
か
ら
の
曹
洞
宗
の
ア
ジ
ア

布
教
の
大
き
な
推
進
力
の
一
つ
に
な
っ
た
と
考

災害復興
支援部

ニュース
レター

NEWS LETTER

Ｐ
Ｆ
Ａ
研
修
会

「
地
域
の
力
の
た
め
に 

〜
被
災
し
た
方
の
回

復
を
助
け
る
『
適
切
な
対
処
行
動
・
支
援
方
法
』

を
身
に
つ
け
る
〜
」
に
参
加
し
て

　
２
０
１
２
年
に
日
本
に
導
入
さ
れ
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
版
Ｐ

Ｆ
Ａ（Psychological First A

id

）
研
修
会
に
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。Ｐ
Ｆ
Ａ
は
苦
し
ん
で
い

る
方
や
支
援
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
、
同
じ
人
間

と
し
て
行
う
人
道
的
な
支
援
の
仕
方
を
意
味
し
ま

す
。

　
研
修
は
東
北
福
祉
大
学
教
授
の
斉
藤
仙
邦
師
、
同

じ
く
東
北
福
祉
大
学
特
任
研
究
員
の
渡
邊
圭
氏
、
曹

洞
宗
成
安
寺
住
職
の
木
村
尚
徳
師
、
国
立
精
神
・
神

経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
の
大
沼
麻
実
氏
を
講

師
に
迎
え
、
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
研
修
会
で
は
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
を
交
え
な
が
ら
の

講
演
で
Ｐ
Ｆ
Ａ
の
内
容
や
活
動
原
則
を
お
話
し
い
た

だ
き
、
被
災
時
等
の
シ
ー
ン
に
合
わ
せ
て
の
ロ
ー
ル

プ
レ
イ
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
受
講
生
同
士
で

意
見
を
交
し
ま
し
た
。「
準
備
・
見
る
・
聞
く
・
つ
な
ぐ
」

の
原
則
に
基
づ
い
て
の
研
修
会
で
は
受
講
生
が
苦
悩

し
な
が
ら
懸
命
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
し
た
。
相
手

の
為
に
自
分
に
今
何
が
で
き
る
の
か
、
皆
様
真
剣
に

考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
災
害
時
以
外
で
も
相
手
に

対
し
、
思
い
や
り
を
持
っ
た
活
動
を
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

え
て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ

り
、
さ
ら
に
慎
重
な
配
慮
が
必
要
な
国
際
事
業
ゆ

え
に
、
多
く
の
事
業
が
延
期
・
中
止
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
等
を
駆
使
し
て
、

そ
の
大
き
な
制
約
の
中
に
も
、
成
す
べ
き
活
動
を

作
り
上
げ
て
い
ま
す
。
諸
先
輩
ご
老
師
並
び
に
会

員
諸
師
の
皆
様
方
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
と

も
ご
指
導
ご
鞭
撻
、
ご
理
解
ご
協
力
の
程
、
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

文
／
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
会
長
　
全
曹
青
顧
問
　
村
山
博
雅

な
ん
ば
ら
　
い
っ
き

さ
い
と
う
せ
ん
ぽ
う

い
な 

ば  

け
い
し
ん

み
や
い
り
し
ん
ど
う

わ
た
な
べ
た
ま
ひ
と

は
ら 

だ   

え 

い
つ

ご

ほ
ん 

ど 

ゆ
う

き
む
ら
し
ょ
う
と
く

お
お
ぬ
ま
あ
さ 

み

わ
た
な
べ 

け
い

スリランカ100周年スリランカ100周年

村山博雅全曹青顧問（左から2人目）村山博雅全曹青顧問（左から2人目）
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
災
害
支
援
の
こ
れ
か
ら

　
　
　
　
　
〜
共
に
学
び
、
新
し
い
未
来
を
つ
く
る
〜
」
開
催

　
２
月
４
日
、
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
で

曹
洞
宗
宗
務
庁
、
曹
洞
宗
婦
人
会
、
公

益
社
団
法
人
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
会
（
以
下
Ｓ
Ｖ
Ａ
）、
全
国
曹

洞
宗
青
年
会
（
以
下
全
曹
青
）
に
よ
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
災
害
支
援
の
こ
れ
か

ら
〜
共
に
学
び
、
新
し
い
未
来
を
つ
く

る
〜
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
映
像
上
映
「
共
に
生
き
、
共
に
学
ぶ

〜
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
僧
〜
」
で
は
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
社
会
の
変
遷
、
人
々
と
寺
院

と
の
関
係
の
変
化
、Ｓ
Ｖ
Ａ
の
活
動
の

歴
史
な
ど
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

　
「
災
害
時
に
お
け
る
寺
院
の
役
割
」
で
は
、
大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究

科
の
稲
場
圭
信
教
授
が
「
耐
震
性
、政
教
分
離
の
問
題
な
ど
課
題
は
あ
る
が
、
広
い

畳
敷
き
の
空
間
や
炊
事
場
、
豊
富
な
物
資
を
備
え
て
い
る
神
社
や
寺
な
ど
の
宗
教

施
設
は
大
規
模
災
害
時
の
避
難
場
所
と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
る
」
と
説
明
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
平
成
30
年
西
日
本
豪
雨
災
害
／
令
和
元
年
台
風
19
号
災
害
被
災
者
支
援

の
成
果
と
課
題
」
で
は
、
宮
入
真
道
師
（
曹
洞
宗
長
野
県
第
一
宗
務
所
）、
本
土
悠

悟
師
（
四
国
地
区
曹
洞
宗
青
年
会
）、
渡
邉
珠
人
師
（
Ｓ
Ｖ
Ａ
）、
原
田
恵
一
災
害

復
興
支
援
部
事
務
局
長
（
全
曹
青
）
が
災
害
支
援
活
動
の
報
告
や
今
後
の
課
題
に

つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。

文
／
災
害
復
興
支
援
部
事
務
局
長 

原
田
恵
一

全日仏青
NEWS

タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
禅
研
修

　
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
に
11
あ
る
委
員
会

の
一
つ
、
仏
教
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
事
業
委
員
会
が

以
前
よ
り
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
「
坐
禅
」

を
通
し
て
曹
洞
禅
の
魅
力
を
タ
イ
国
へ
、
そ
し
て

ア
ジ
ア
社
会
に
発
信
し
、
さ
ら
な
る
曹
洞
宗
の
国

際
的
な
宣
揚
を
は
か
る
為
に
実
施
い
た
し
ま
し

た
。
定
員
30
人
の
と
こ
ろ
50
人
を
超
え
る
参
加
を

い
た
だ
き
、
盛
会
裡
に
円
成
い
た
し
ま
し
た
。

　
日
本
か
ら
講
師
と
し
て
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー
教
化
研
修
部
門
副
主
任
研
究
員
を
務
め
る

南
原
一
貴
師
を
招
聘
し
、
村
山
博
雅
師
、
松
岡
広

也
全
曹
青
国
際
委
員
会
特
別
委
員
、
大
橋
康
道
全

曹
青
国
際
委
員
会
副
委
員
長
の
４
人
で
坐
禅
、
写

経
、
飯
台
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　
今
回
参
加
を
し
た
仏
教
青
年
は
曹
洞
禅
を
ま
っ

す
ぐ
な
心
で
受
け
入
れ
、
タ
イ
国
の
メ
デ
ィ
テ
ー

シ
ョ
ン
で
は
行
わ
れ
な
い
警
策
や
、
考
え
方
の
異

な
る
只
管
打
坐
の
教
え
を
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
、
受

け
入
れ
、
実
践
を
し
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
は
、
タ
イ
国
に
、
日
本
仏
教
へ
の
興
味
や
禅

の
教
え
を
学
び
た
い
と
考
え
る
多
く
の
若
者
が
い

る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
今
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
曹
洞
禅
の
深
い

教
え
を
タ
イ
国
へ
広
く
発
信
す
る
こ
と
が
出
来
た

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
タ
イ
国
の
み
な
ら
ず
ア
ジ

ア
社
会
へ
さ
ら
に
広
く
曹
洞
禅
の
宣
揚
を
は
か

る
、
貴
重
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
確
信
い
た
し

ま
す
。

文
／
国
際
副
委
員
長
　
大
橋
康
道

こ
れ
ま
で
の
世
界
仏
教
徒

青
年
連
盟
事
業
報
告

　
２
０
１
８
年
11
月
、
大
本
山
總
持
寺
で
の
盛
大

な
記
念
式
典
も
記
憶
に
新
し
い
、
世
界
仏
教
徒
会

議
日
本
大
会
に
て
、
全
曹
青
が
加
盟
す
る
全
日
本

仏
教
青
年
会
（
以
下
全
日
仏
青
）
は
、
会
長
を
含

め
６
名
と
い
う
、
過
去
前
例
を
見
な
い
最
多
人
数

の
世
界
仏
教
徒
青
年
連
盟
（
以
下
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
）
役

員
を
輩
出
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
全
曹
青
は
、
会

長
、
副
会
長
、
顧
問
、
事
務
局
次
長
、
会
計
次
長

の
５
役
職
を
務
め
現
在
に
至
り
ま
す
。

　
こ
の
１
年
半
の
間
、Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
は
活
発
に
活
動

し
て
き
ま
し
た
。
現
体
制
に
入
り
す
ぐ
開
か
れ
た

バ
ン
コ
ク
で
の
世
界
仏
教
徒
大
学
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
や
、
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
ビ
ル
で
開

催
さ
れ
た
世
界
平
和
会
議
を
は
じ
め
と
す
る
様
々

な
国
際
事
業
へ
の
参
画
や
運
営
、
表
敬
訪
問
や
各

国
記
念
式
典
へ
の
参
加
、
度
々
開
か
れ
る
Ｗ
Ｆ
Ｂ

（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）
並
び
に
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
の
執
行

役
員
会
議
等
を
通
じ
て
、
各
国
の
仏
教
徒
と
の
交

流
を
さ
ら
に
深
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
特
に
、
マ

レ
ー
シ
ア
仏
教
青
年
会
と
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
を
通
じ
て

日
本
で
開
催
し
た
国
際
交
流
研
修
や
、
バ
ン
コ
ク

の
Ｗ
Ｆ
Ｂ
本
部
ビ
ル
で
開
催
し
た
参
禅
布
教
研

修
会
の
成
功
は
、
こ
れ
か
ら
の
曹
洞
宗
の
ア
ジ
ア

布
教
の
大
き
な
推
進
力
の
一
つ
に
な
っ
た
と
考

災害復興
支援部

ニュース
レター

NEWS LETTER

Ｐ
Ｆ
Ａ
研
修
会

「
地
域
の
力
の
た
め
に 

〜
被
災
し
た
方
の
回

復
を
助
け
る
『
適
切
な
対
処
行
動
・
支
援
方
法
』

を
身
に
つ
け
る
〜
」
に
参
加
し
て

　
２
０
１
２
年
に
日
本
に
導
入
さ
れ
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
版
Ｐ

Ｆ
Ａ（Psychological First A

id

）
研
修
会
に
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。Ｐ
Ｆ
Ａ
は
苦
し
ん
で
い

る
方
や
支
援
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
、
同
じ
人
間

と
し
て
行
う
人
道
的
な
支
援
の
仕
方
を
意
味
し
ま

す
。

　
研
修
は
東
北
福
祉
大
学
教
授
の
斉
藤
仙
邦
師
、
同

じ
く
東
北
福
祉
大
学
特
任
研
究
員
の
渡
邊
圭
氏
、
曹

洞
宗
成
安
寺
住
職
の
木
村
尚
徳
師
、
国
立
精
神
・
神

経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
の
大
沼
麻
実
氏
を
講

師
に
迎
え
、
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
研
修
会
で
は
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
を
交
え
な
が
ら
の

講
演
で
Ｐ
Ｆ
Ａ
の
内
容
や
活
動
原
則
を
お
話
し
い
た

だ
き
、
被
災
時
等
の
シ
ー
ン
に
合
わ
せ
て
の
ロ
ー
ル

プ
レ
イ
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
受
講
生
同
士
で

意
見
を
交
し
ま
し
た
。「
準
備
・
見
る
・
聞
く
・
つ
な
ぐ
」

の
原
則
に
基
づ
い
て
の
研
修
会
で
は
受
講
生
が
苦
悩

し
な
が
ら
懸
命
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
し
た
。
相
手

の
為
に
自
分
に
今
何
が
で
き
る
の
か
、
皆
様
真
剣
に

考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
災
害
時
以
外
で
も
相
手
に

対
し
、
思
い
や
り
を
持
っ
た
活
動
を
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

え
て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ

り
、
さ
ら
に
慎
重
な
配
慮
が
必
要
な
国
際
事
業
ゆ

え
に
、
多
く
の
事
業
が
延
期
・
中
止
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
等
を
駆
使
し
て
、

そ
の
大
き
な
制
約
の
中
に
も
、
成
す
べ
き
活
動
を

作
り
上
げ
て
い
ま
す
。
諸
先
輩
ご
老
師
並
び
に
会

員
諸
師
の
皆
様
方
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
と

も
ご
指
導
ご
鞭
撻
、
ご
理
解
ご
協
力
の
程
、
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

文
／
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
会
長
　
全
曹
青
顧
問
　
村
山
博
雅

な
ん
ば
ら
　
い
っ
き

さ
い
と
う
せ
ん
ぽ
う

い
な 

ば  

け
い
し
ん

み
や
い
り
し
ん
ど
う

わ
た
な
べ
た
ま
ひ
と

は
ら 

だ   

え 

い
つ

ご

ほ
ん 

ど 

ゆ
う

き
む
ら
し
ょ
う
と
く

お
お
ぬ
ま
あ
さ 

み

わ
た
な
べ 

け
い

スリランカ100周年スリランカ100周年

村山博雅全曹青顧問（左から2人目）村山博雅全曹青顧問（左から2人目）
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カルタゴ国際映画祭オープニングセレモニーカルタゴ国際映画祭オープニングセレモニー

曹洞宗山梨県青年会と左右口竹の会曹洞宗山梨県青年会と左右口竹の会

『僕らの七日間戦争』の菅原浩志監督と『僕らの七日間戦争』の菅原浩志監督と

全曹青 Real Voice

総合企画委員会からのごあいさつ

　四国地区曹洞宗青年会から参加してい
ます。総合企画委員会に拾っていただい
て、はや3期目。ギリギリ20代だった5
年前が懐かしい…今期は同級生・同安居
と同じ委員会になり今まで以上に楽しい
2年間になりそうです。なるといいな
あ。

委 員 有田友光

　山口県曹洞宗青年会より参加させてい
ただいております総合企画委員長の宮本
昌孝と申します。総合企画委員会は各管
区大会でのブース活動など、皆様と接す
る機会が多い委員会でもございます。今
期スローガン『今を創ろう　明日を咲か
そう』が円成しますよう、皆様の声に耳
を傾け、委員一同で邁進してまいりたい
と存じます。何卒、よろしくお願い申し
上げます。

委員長 宮本昌孝
　宮崎県曹洞宗青年会より参加させてい
ただいております、霊元圭昌と申します。
自坊は、宮崎県北の渓谷と橋で有名な日
之影町にございます。故郷のような豊か
な緑、「慈愛の心」で日々精進しておりま
す。甚だ未熟者ではございますが、よろ
しくお願いいたします。

委 員 霊元圭昌

　曹洞宗静岡県第一宗務所青年会より参
加させていただいております。前島勇哉と
申します。
　「敢為邁往」全曹青の発展の為に尽して
まいります。

委 員 前島勇哉
　山形曹洞宗青年会から参加させていた
だいております三吉泰之と申します。全曹
青に参加し「縁」や「人とのつながり」に驚
き、感謝しております。全曹青での出会い
や、たくさんの経験を通して、色々な考え方
や見方というものを吸収し自分自身成長し
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

委 員 三吉泰之

　曹洞宗北海道第三宗務所青年会より参
加させていただいております。全曹青で学
ばせて頂いた事を北海道に還元できるよう
に、しっかりと勉強させていただこうと思い
ます。初めての参加ですので不慣れな点が
目立つと思いますが、ご指導ご鞭撻の程よ
ろしくお願いいたします。

委 員 島崎慧覚
　兵庫県第二宗務所青年会より参加させ
ていただいおります森野大乗と申します。
皆様に助けを得て、なんとか１年間、委員会
活動を務めました。
　これまで学んだことをしっかりと生かし、
少しでもみなさまのお役に立てるよう精一
杯務めたいと思います。何卒よろしくお願
い申し上げます。

委 員 森野大乗

　長野県第一青年会より参加させていた
だいております柴田承寛と申します。前
期は全日仏青特別委員会に参加しており
ました。今期は総合企画委員会として気
持ちを新たに邁進していく所存です。委
員会内では会計担当として務めておりま
す。よろしくお願いいたします。

委 員 柴田承寛

　
映
画
『
典
座―

Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｚ
Ｏ―

』
は
、
令
和
２

年
１
月
に
オ
ラ
ン
ダ
で
開
催
さ
れ
た
ロ
ッ
テ
ル
ダ

ム
国
際
映
画
祭
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ヘ
ル
シ
ン
キ

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
へ
出
品
さ
れ
、
カ
ン

ヌ
国
際
映
画
祭
に
続
い
て
海
外
で
の
快
挙
を
遂
げ

ま
し
た
。
国
内
で
は
全
国
各
地
の
映
画
館
で
上
映

さ
れ
、
富
田
克
也
監
督
と
一
緒
に
舞
台
挨
拶
の
旅

に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
積
極
的
に
寄
せ
ら

れ
た
質
問
や
感
想
な
ど
、
各
地
で
の
観
客
の
生
の

声
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　お
寺
と
関
わ
り
が
な
か
っ
た
人
へ
届
く
想
い

　
映
画
『
典
座―

Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｚ
Ｏ―

』
は
映
画
館
で

の
公
開
が
始
ま
り
、
全
国
の
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
を
中

心
に
上
映
活
動
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
各
映
画
館

で
は
上
映
初
日
に
舞
台
挨
拶
が
用
意
さ
れ
て
い
ま

す
。
富
田
克
也
監
督
を
は
じ
め
脚
本
家
、
出
演
者

が
各
地
を
巡
っ
て
き
ま
し
た
。
上
映
後
の
舞
台
挨

拶
で
は
映
画
製
作
に
至
っ
た
経
緯
や
、
こ
の
映
画

に
込
め
た
想
い
、
時
に
は
撮
影
の
裏
話
な
ど
、
ス

ク
リ
ー
ン
だ
け
で
は
伝
え
き
れ
な
い
思
い
の
丈
を

各
々
が
観
客
へ
と
話
し
ま
す
。
そ
し
て
必
ず
終
盤

に
は
質
疑
応
答
の
時
間
を
設
け
ま
す
。
仏
教
を

テ
ー
マ
に
し
た
、
演
技
経
験
が
な
い
本
物
の
僧
侶

が
出
演
す
る
映
画
で
す
か
ら
難
解
な
部
分
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
故
に
こ
の
質
疑
応
答
の
時
間
は
実
に

大
切
な
ひ
と
時
で
す
。
観
客
の
目
に
は
ど
の
様
に

映
っ
た
の
か
、
ま
た
は
私
た
ち
が
伝
え
た
い
こ
と

は
ち
ゃ
ん
と
伝
わ
っ
た
の
か
。

　「
私
は
こ
れ
ま
で
仏
教
に
も
お
寺
に
も
全
く
関

わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
映
画
も
観
に

来
る
予
定
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
実
は
私
の
友

人
が
今
体
調
を
崩
し
て
い
て
外
に
出
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
、
自
分
の
代
わ
り
に
こ
の
映
画
を
観

に
行
っ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
来
ま
し
た
。
青
山

老
師
の
言
葉
の
一
つ
一
つ
、
生
き
る
こ
と
の
大
切

さ
。
何
か
救
わ
れ
た
気
が
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
を

早
く
友
人
に
伝
え
た
い
で
す
」
と
、
涙
な
が
ら
に

語
る
女
性
の
言
葉
に
、
私
た
ち
も
ど
こ
か
救
わ
れ

た
気
が
し
ま
し
た
。

　
青
山
俊
董
老
師
は
「
真
理
は
一
つ
。
切
り
口
の

違
い
で
争
う
な
」
と
仰
い
ま
す
。
同
じ
も
の
で
も

人
に
よ
っ
て
観
る
角
度
や
感
じ
方
な
ど
様
々
な
切

り
口
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
仏
法
と
い
う

真
理
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
も
映
画
と
い
う

初
め
て
経
験
す
る
機
会
の
な
か
で
正
直
不
安
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
映
画
を
通
し
て
仏
教
を
求
め

て
い
る
方
々
が
沢
山
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
ご
縁
を
未
来
へ
と
繋
げ
て

い
く
こ
と
が
こ
の
映
画
を
上
映
し
て
い
く
大
切
な

役
割
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

文
／
映
画
事
業
実
行
委
員
長
　
河
口
智
賢

映
画
『
典
座―

Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｚ
Ｏ―

』

展
開
報
告

よしもと
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【
過
疎
問
題
対
策
の
歩
み
】

　
曹
洞
宗
寺
院
は
全
国
に
約
１
４
，５
０
０
ヵ

寺
存
在
し
、
そ
の
う
ち
約
３
割
に
あ
た
る
４
，

０
０
０
カ
寺
以
上
は
過
疎
化
の
進
行
す
る
地

域
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
近
年
、
寺
院
を
取

り
巻
く
過
疎
問
題
は
各
種
メ
デ
ィ
ア
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し

た
が
、
住
職
不
在
の
状
態
が
長
く
続
く
寺
院

や
伽
藍
が
荒
廃
し
た
寺
院
な
ど
、
様
々
な
事

案
に
対
し
て
早
急
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
、
宗
議
会
で
過
疎
問

題
へ
の
対
応
を
求
め
る
提
案
が
幾
度
と
な
く

な
さ
れ
、
２
０
１
９
年
４
月
に
は
曹
洞
宗
の

過
疎
問
題
に
関
す
る
事
案
に
対
応
す
る
「
過

疎
地
域
等
に
お
け
る
曹
洞
宗
寺
院
の
問
題
に

関
す
る
対
策
準
備
室
（
過
疎
対
策
準
備
室
）」

が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
２
０
２
０
年
４
月
よ
り

「
過
疎
地
寺
院
振
興
対
策
室
」
と
名
称
が
改
め

ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
過
疎
地
域
に
立
地
す

る
寺
院
の
調
査
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
各
種
調
査
や
全
曹
青
で
実
施
し
た

過
疎
問
題
に
関
す
る
意
識
調
査
で
問
題
提
起

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
「
寺
院
後
継
者

【
離
郷
檀
信
徒
の
増
加
】

　
菩
提
寺
や
墓
地
が
あ
る
故
郷
か
ら
離
れ
る

檀
信
徒
も
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
と
推
測
さ

れ
ま
す
。
全
曹
青
で
実
施
し
た
過
疎
問
題
に

関
す
る
意
識
調
査
の
中
に
も
、
遠
隔
地
の
檀

信
徒
へ
の
対
応
に
つ
い
て
悩
み
を
抱
え
て
い

る
僧
侶
の
回
答
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ど
う
す
れ
ば
遠
隔
地
に
移
住
し
た
檀
信
徒
と

寺
院
と
の
繋
が
り
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
ま
た
葬
儀
や
法
要
の
際
に
は
ど
の
よ
う

に
対
応
し
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
の
苦
悩
は
絶

え
ま
せ
ん
。

　
檀
信
徒
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
遠
方
の
墓

地
へ
赴
く
よ
り
、
近
郊
に
新
し
く
墓
地
を
建

立
し
、
そ
ち
ら
で
先
祖
供
養
を
続
け
て
い
き

た
い
。
そ
う
い
っ
た
理
由
か
ら
改
葬
を
行
い
、

転
檀
、
離
檀
へ
と
話
が
進
展
す
る
ケ
ー
ス
も

年
々
増
加
し
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
教
化
部
企
画
研
修
課

主
催
に
よ
り「
東
京
供
養―

芝
絡（
し
ば
ら
く
）

―

」
が
２
０
１
８
年
に
企
画
・
実
施
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
首
都
圏
在
住
の
檀
信
徒
を
抱

え
る
地
方
寺
院
を
対
象
に
、
曹
洞
宗
檀
信
徒

会
館
（
研
修
道
場
）
を
無
償
で
貸
し
出
し
、

法
要
会
場
と
し
て
提
供
す
る
も
の
で
し
た
。

同
様
の
取
り
組
み
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で

も
企
画
・
実
施
さ
れ
、
真
言
宗
智
山
派
で
は

檀
信
徒
と
菩
提
寺
と
の
間
を
宗
務
庁
が
取
り

持
つ
と
い
っ
た
施
策
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
法
人
収
入
の
減
少
】

　
寺
院
の
多
く
は
檀
信
徒
が
執
り
行
う
各
種

法
要
に
よ
り
納
め
ら
れ
る
布
施
を
法
人
収
入

の
軸
と
し
て
い
ま
す
。
過
疎
化
に
よ
り
檀
信

徒
が
減
少
す
れ
ば
、
当
然
各
種
法
要
を
執
り

行
う
機
会
も
減
り
、
法
人
収
入
は
減
少
し
ま

す
。「
布
施
」
の
あ
り
方
を
鑑
み
れ
ば
、
偏
っ

た
考
え
方
で
あ
る
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
お

り
ま
す
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
寺
院
と
い

う
存
在
を
護
持
運
営
し
て
い
く
た
め
に
法
人

収
入
は
必
要
不
可
欠
で
す
。

　
包
括
法
人
「
曹
洞
宗
」
も
財
源
の
多
く
を

一
般
寺
院（
被
包
括
法
人
）か
ら
の
賦
課
金（
宗

費
）
に
よ
っ
て
確
保
し
て
い
ま
す
。
今
後
、

一
般
寺
院
の
法
人
収
入
が
減
少
す
れ
ば
包
括

法
人
「
曹
洞
宗
」
と
し
て
の
財
源
確
保
も
困

難
と
な
る
で
し
ょ
う
。
現
状
、
賦
課
金
を
捻

出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
な
が
ら
も
、
中

長
期
的
に
見
た
伽
藍
の
維
持
費
用
の
捻
出
は

困
難
で
あ
る
と
い
う
現
場
な
ら
で
は
の
苦
悩

も
存
在
し
ま
す
。
目
の
前
の
現
状
を
正
し
く

把
握
し
、
そ
の
現
状
の
中
で
成
り
立
つ
仕
組

み
づ
く
り
も
必
要
と
な
る
で
し
ょ
う
。

に
限
ら
ず
と
も
、
後
継
者
の
育
成
は
宗
教
教

団
に
と
っ
て
最
重
要
課
題
と
言
っ
て
よ
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

﹁
過
疎
﹂
と

向
き

合
う

連　載
第４回

不
足
」・「
離
郷
檀
信
徒
の
増
加
」・「
法
人
収

入
の
減
少
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

【
寺
院
後
継
者
不
足
】

　
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
（
２
０
１
５
年
）

に
よ
る
と
、
今
後
も
寺
院
の
「
護
持
運
営
を

続
け
て
ほ
し
い
」
と
回
答
し
た
約
９
０
０
０

名
の
住
職
の
う
ち
、
２
割
以
上
は
後
継
予
定

者
が
い
な
い
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
ま
た
曹

洞
宗
寺
院
の
約
３
割
は
兼
務
寺
院
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
数
字
だ
け
で
は
な
く
、

多
種
多
様
な
事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
他
業
種
で
も
後
継
者
不
足
が
問

題
視
さ
れ
て
い
る
現
状
を
鑑
み
る
と
、
寺
院

も
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
ま
す
。

　
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
曹
洞
宗
寺
院
後
継
者

相
談
所
に
お
い
て
「
ほ
ほ
え
み
の
集
い
」
が

開
催
さ
れ
、
ま
た
京
都
府
宮
津
市
の
智
源
寺

専
門
僧
堂
で
は
後
継
者
を
求
め
る
寺
院
住
職

の
相
談
に
対
応
す
る
窓
口
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

内
に
設
け
て
い
ま
す
。
寺
院
の
後
継
者
は
、

法
灯
の
継
承
者
で
も
あ
り
ま
す
。
過
疎
問
題

　「
ほ
ほ
え
み
の
集
い
」「
東
京
供
養―

芝
絡

（
し
ば
ら
く
）―

」「
活
き
活
き
寺
院
１
寺
院

１
事
業
の
手
引
き
」
な
ど
、
過
疎
問
題
に
対

応
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
曹
洞
宗
と
し
て

も
実
施
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
過
疎
問
題

は
曹
洞
宗
の
み
な
ら
ず
他
宗
派
教
団
も
喫
緊

の
課
題
と
し
て
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

今
後
は
そ
う
し
た
他
宗
派
教
団
の
過
疎
問
題

対
策
も
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
ぜ
ひ
情
報
共
有
の
一
助
と
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

文
／
過
疎
問
題
担
当
庶
務
　
堀
江
紀
宏

中
野
孝
海

※「宗勢 1975」「宗勢 1985」「宗勢 1995」「宗勢 2005」より

※相澤秀生（2019）「過疎地域における曹洞宗寺院の現成」『岐路に立つ仏教寺院』
相澤秀生・川又俊則編著。法蔵館 55 頁より一部抜粋・改変

※「宗勢 1965」「宗勢 1975」「宗勢 1995」「宗勢 2005」「宗勢 2015」より

https://www.chigenji.com/
jimu/koukeisha.html

図 1・2  ※澤城邦生（2019）「曹洞宗における後継者問題―得度年齢の分析を通して―」
宗学研究紀要 32　論文引用紹介

ち  

げ
ん
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曹
洞
宗
の
「
い
ま
」

1975年

1965年（8,477人）

1975年（8,828人）

1995年（7,655人）

2005年（7,100人）

低収入寺院 中収入寺院 高収入寺院 合　計

非過疎地区 4933ヶ寺
（56.1%）

1881ヶ寺
（21.4%）

1974ヶ寺
（22.5%）

8788ヶ寺

過疎地区 2576ヶ寺
（68.6%）

754ヶ寺
（20.1%）

424ヶ寺
（11.3%）

3754ヶ寺 2015年（5,315人）

1985年

1995年

2005年

無回答後継者なし後継者あり

後任候補者徒　弟副住職

智源寺
ホームページ
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図 1　後継者有無の推移

図2　寺院後継の可能性を有する僧侶の人数過疎区分別にみた法人収入（宗勢2015）

73.9%（8,695）

3,046人 5,431人

779人 3,357人 4,692人

4,730人 823人2,102人

4,105人 659人2,336人

3,295人2,020人

68.8%（7,971）

63.7%（7,097）

63.3%（6,839）

26.1%（3,067）

29.3%（3,398）

1.9%（217）

1.6%（176）

1.3%（137）

34.7%（3,861）

35.4%（3,819）

https://www.soumu.go.jp/main_
content/000452793.pdf

※総務省
都市部への人口集中

大都市等の増加について
https://chisan.or.jp/

funerals-and-legal-matters/

真言宗智山派
ホームページ



【
過
疎
問
題
対
策
の
歩
み
】

　
曹
洞
宗
寺
院
は
全
国
に
約
１
４
，５
０
０
ヵ

寺
存
在
し
、
そ
の
う
ち
約
３
割
に
あ
た
る
４
，

０
０
０
カ
寺
以
上
は
過
疎
化
の
進
行
す
る
地

域
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
近
年
、
寺
院
を
取

り
巻
く
過
疎
問
題
は
各
種
メ
デ
ィ
ア
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し

た
が
、
住
職
不
在
の
状
態
が
長
く
続
く
寺
院

や
伽
藍
が
荒
廃
し
た
寺
院
な
ど
、
様
々
な
事

案
に
対
し
て
早
急
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
、
宗
議
会
で
過
疎
問

題
へ
の
対
応
を
求
め
る
提
案
が
幾
度
と
な
く

な
さ
れ
、
２
０
１
９
年
４
月
に
は
曹
洞
宗
の

過
疎
問
題
に
関
す
る
事
案
に
対
応
す
る
「
過

疎
地
域
等
に
お
け
る
曹
洞
宗
寺
院
の
問
題
に

関
す
る
対
策
準
備
室
（
過
疎
対
策
準
備
室
）」

が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
２
０
２
０
年
４
月
よ
り

「
過
疎
地
寺
院
振
興
対
策
室
」
と
名
称
が
改
め

ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
過
疎
地
域
に
立
地
す

る
寺
院
の
調
査
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
各
種
調
査
や
全
曹
青
で
実
施
し
た

過
疎
問
題
に
関
す
る
意
識
調
査
で
問
題
提
起

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
「
寺
院
後
継
者

【
離
郷
檀
信
徒
の
増
加
】

　
菩
提
寺
や
墓
地
が
あ
る
故
郷
か
ら
離
れ
る

檀
信
徒
も
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
と
推
測
さ

れ
ま
す
。
全
曹
青
で
実
施
し
た
過
疎
問
題
に

関
す
る
意
識
調
査
の
中
に
も
、
遠
隔
地
の
檀

信
徒
へ
の
対
応
に
つ
い
て
悩
み
を
抱
え
て
い

る
僧
侶
の
回
答
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ど
う
す
れ
ば
遠
隔
地
に
移
住
し
た
檀
信
徒
と

寺
院
と
の
繋
が
り
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
ま
た
葬
儀
や
法
要
の
際
に
は
ど
の
よ
う

に
対
応
し
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
の
苦
悩
は
絶

え
ま
せ
ん
。

　
檀
信
徒
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
遠
方
の
墓

地
へ
赴
く
よ
り
、
近
郊
に
新
し
く
墓
地
を
建

立
し
、
そ
ち
ら
で
先
祖
供
養
を
続
け
て
い
き

た
い
。
そ
う
い
っ
た
理
由
か
ら
改
葬
を
行
い
、

転
檀
、
離
檀
へ
と
話
が
進
展
す
る
ケ
ー
ス
も

年
々
増
加
し
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
教
化
部
企
画
研
修
課

主
催
に
よ
り「
東
京
供
養―
芝
絡（
し
ば
ら
く
）

―

」
が
２
０
１
８
年
に
企
画
・
実
施
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
首
都
圏
在
住
の
檀
信
徒
を
抱

え
る
地
方
寺
院
を
対
象
に
、
曹
洞
宗
檀
信
徒

会
館
（
研
修
道
場
）
を
無
償
で
貸
し
出
し
、

法
要
会
場
と
し
て
提
供
す
る
も
の
で
し
た
。

同
様
の
取
り
組
み
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で

も
企
画
・
実
施
さ
れ
、
真
言
宗
智
山
派
で
は

檀
信
徒
と
菩
提
寺
と
の
間
を
宗
務
庁
が
取
り

持
つ
と
い
っ
た
施
策
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
法
人
収
入
の
減
少
】

　
寺
院
の
多
く
は
檀
信
徒
が
執
り
行
う
各
種

法
要
に
よ
り
納
め
ら
れ
る
布
施
を
法
人
収
入

の
軸
と
し
て
い
ま
す
。
過
疎
化
に
よ
り
檀
信

徒
が
減
少
す
れ
ば
、
当
然
各
種
法
要
を
執
り

行
う
機
会
も
減
り
、
法
人
収
入
は
減
少
し
ま

す
。「
布
施
」
の
あ
り
方
を
鑑
み
れ
ば
、
偏
っ

た
考
え
方
で
あ
る
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
お

り
ま
す
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
寺
院
と
い

う
存
在
を
護
持
運
営
し
て
い
く
た
め
に
法
人

収
入
は
必
要
不
可
欠
で
す
。

　
包
括
法
人
「
曹
洞
宗
」
も
財
源
の
多
く
を

一
般
寺
院（
被
包
括
法
人
）か
ら
の
賦
課
金（
宗

費
）
に
よ
っ
て
確
保
し
て
い
ま
す
。
今
後
、

一
般
寺
院
の
法
人
収
入
が
減
少
す
れ
ば
包
括

法
人
「
曹
洞
宗
」
と
し
て
の
財
源
確
保
も
困

難
と
な
る
で
し
ょ
う
。
現
状
、
賦
課
金
を
捻

出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
な
が
ら
も
、
中

長
期
的
に
見
た
伽
藍
の
維
持
費
用
の
捻
出
は

困
難
で
あ
る
と
い
う
現
場
な
ら
で
は
の
苦
悩

も
存
在
し
ま
す
。
目
の
前
の
現
状
を
正
し
く

把
握
し
、
そ
の
現
状
の
中
で
成
り
立
つ
仕
組

み
づ
く
り
も
必
要
と
な
る
で
し
ょ
う
。

に
限
ら
ず
と
も
、
後
継
者
の
育
成
は
宗
教
教

団
に
と
っ
て
最
重
要
課
題
と
言
っ
て
よ
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

﹁
過
疎
﹂
と

向
き

合
う

連　載
第４回

不
足
」・「
離
郷
檀
信
徒
の
増
加
」・「
法
人
収

入
の
減
少
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

【
寺
院
後
継
者
不
足
】

　
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
（
２
０
１
５
年
）

に
よ
る
と
、
今
後
も
寺
院
の
「
護
持
運
営
を

続
け
て
ほ
し
い
」
と
回
答
し
た
約
９
０
０
０

名
の
住
職
の
う
ち
、
２
割
以
上
は
後
継
予
定

者
が
い
な
い
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
ま
た
曹

洞
宗
寺
院
の
約
３
割
は
兼
務
寺
院
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
数
字
だ
け
で
は
な
く
、

多
種
多
様
な
事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
他
業
種
で
も
後
継
者
不
足
が
問

題
視
さ
れ
て
い
る
現
状
を
鑑
み
る
と
、
寺
院

も
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
ま
す
。

　
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
曹
洞
宗
寺
院
後
継
者

相
談
所
に
お
い
て
「
ほ
ほ
え
み
の
集
い
」
が

開
催
さ
れ
、
ま
た
京
都
府
宮
津
市
の
智
源
寺

専
門
僧
堂
で
は
後
継
者
を
求
め
る
寺
院
住
職

の
相
談
に
対
応
す
る
窓
口
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

内
に
設
け
て
い
ま
す
。
寺
院
の
後
継
者
は
、

法
灯
の
継
承
者
で
も
あ
り
ま
す
。
過
疎
問
題

　「
ほ
ほ
え
み
の
集
い
」「
東
京
供
養―

芝
絡

（
し
ば
ら
く
）―

」「
活
き
活
き
寺
院
１
寺
院

１
事
業
の
手
引
き
」
な
ど
、
過
疎
問
題
に
対

応
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
曹
洞
宗
と
し
て

も
実
施
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
過
疎
問
題

は
曹
洞
宗
の
み
な
ら
ず
他
宗
派
教
団
も
喫
緊

の
課
題
と
し
て
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

今
後
は
そ
う
し
た
他
宗
派
教
団
の
過
疎
問
題

対
策
も
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
ぜ
ひ
情
報
共
有
の
一
助
と
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

文
／
過
疎
問
題
担
当
庶
務
　
堀
江
紀
宏

中
野
孝
海

※「宗勢 1975」「宗勢 1985」「宗勢 1995」「宗勢 2005」より

※相澤秀生（2019）「過疎地域における曹洞宗寺院の現成」『岐路に立つ仏教寺院』
相澤秀生・川又俊則編著。法蔵館 55 頁より一部抜粋・改変

※「宗勢 1965」「宗勢 1975」「宗勢 1995」「宗勢 2005」「宗勢 2015」より

https://www.chigenji.com/
jimu/koukeisha.html

図 1・2  ※澤城邦生（2019）「曹洞宗における後継者問題―得度年齢の分析を通して―」
宗学研究紀要 32　論文引用紹介

ち  

げ
ん
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曹
洞
宗
の
「
い
ま
」

1975年

1965年（8,477人）

1975年（8,828人）

1995年（7,655人）

2005年（7,100人）

低収入寺院 中収入寺院 高収入寺院 合　計

非過疎地区 4933ヶ寺
（56.1%）

1881ヶ寺
（21.4%）

1974ヶ寺
（22.5%）

8788ヶ寺

過疎地区 2576ヶ寺
（68.6%）

754ヶ寺
（20.1%）

424ヶ寺
（11.3%）

3754ヶ寺 2015年（5,315人）

1985年

1995年

2005年

無回答後継者なし後継者あり

後任候補者徒　弟副住職

智源寺
ホームページ

0 20 40 60 80 100

0 2000 4000 6000 8000 10000

図 1　後継者有無の推移

図2　寺院後継の可能性を有する僧侶の人数過疎区分別にみた法人収入（宗勢2015）

73.9%（8,695）

3,046人 5,431人

779人 3,357人 4,692人

4,730人 823人2,102人

4,105人 659人2,336人

3,295人2,020人

68.8%（7,971）

63.7%（7,097）

63.3%（6,839）

26.1%（3,067）

29.3%（3,398）

1.9%（217）

1.6%（176）

1.3%（137）

34.7%（3,861）

35.4%（3,819）

https://www.soumu.go.jp/main_
content/000452793.pdf

※総務省
都市部への人口集中

大都市等の増加について
https://chisan.or.jp/

funerals-and-legal-matters/

真言宗智山派
ホームページ



神奈川県 宗久寺 
静岡県 玉泉寺 
岐阜県 全昌寺 
三重県 地蔵院 
広島県 光禅寺 
広島県 伝福寺 
山口県 山口県曹洞宗青年会 
鳥取県 吉祥院 
島根県 いずも曹洞宗青年会 
島根県 石見曹洞宗青年会 

徳島県 城滿寺 
愛媛県 興雲寺 
長野県 圓福寺 
宮城県 光明寺 
岩手県 中興寺 
山形県 朝日町商工会女性部 
秋田県 蔵堅寺 
北海道 大龍寺 
北海道 曹洞宗北海道第二宗務所青年会

◆東京都
101 心月院 様
177 清巖寺 様

◆神奈川県1
258 大應寺 様

◆神奈川県2
77 龍寳寺 様
147 宗祐寺 様

◆神奈川県
 中野東禅　様

◆埼玉県2
248 長泉寺 様
317 宗福寺 様
336 永福寺 様

◆群馬県
99 龍傳寺 様
194 善宗寺 様
311 泉通寺 様

◆栃木県
94 天性寺 様

◆茨城県
197 長龍寺 様

◆千葉県
1 總寧寺 様
2 宗胤寺 様
7 満蔵寺 様
22 廣壽寺 様
24 仁守寺 様
37 龍泉院 様
90 等覚寺 様
121 寶林寺 様

◆山梨県
162 法久寺 様
507 満福寺 様

◆長崎県1
22 圓通寺 様
78 宝泉寺 様

◆佐賀県
117 本光寺 様
118 養寿寺 様

◆熊本県2
78 地藏院 様
122 國照寺 様

◆宮崎県
21 太平寺 様
30 恵超寺 様
54 善栖寺 様

◆長野県1
86 圓福寺 様
213 盛隆寺 様
243 廣徳寺 様
265 蕃松院 様

◆長野県2
400 長久寺 様
566 広明寺 様
595 検校庵 様

◆福井県
47 瑞祥寺 様

◆新潟県1
321 種月寺 様
350 定光寺 様
358 円光寺 様
496 長樂寺 様

◆新潟県3
530 花栄寺 様

◆新潟県4
38 興泉寺 様
189 東泉寺 様
238 光淨寺 様

◆静岡県1
26 宝珠院 様
109 玉泉寺 様
175 霊山寺 様
461 心岳寺 様
464 正泉寺 様
551 成道寺 様

◆静岡県2
332 龍雲寺 様
346 東大寺 様
359 禅福寺 様
362 福泉寺 様
363 観音寺 様

◆静岡県3
678 宗心寺 様
832 善勝寺 様
1302 可睡斎 様

◆静岡県4
1017 龍泉寺 様
1065 高林寺 様

◆愛知県1
7 全香寺 様
55 長全寺 様
70 慈済寺 様
101 成福寺 様
139 祗園寺 様
313 長松寺 様
375 春江院 様
605 天徳寺 様
635 永澤寺 様
1256 大泉寺 様

◆愛知県2
684 花井寺 様

◆愛知県3
1106 寶鏡寺 様

◆岐阜県
162 清楽寺 様
240 林陽寺 様

◆三重県1
7 海蔵寺 様
37 四天王寺様
132 地蔵寺 様
269 大蓮寺 様
276 地蔵院 様
287 桃源寺 様
316 剱光寺 様

◆京都府
33 興聖寺 様
46 榮春寺 様
228 頼光寺 様
236 善光寺 様
367 福昌寺 様
389 萬福寺 様

◆大阪府
69 永興寺 様
98 吉祥院 様
107 實相院 様

◆奈良県
58 久松寺 様

◆和歌山県
35 高松寺 様

◆兵庫県2
173 瑞雲寺 様
228 豊楽寺 様

◆岡山県
1 円通寺 様
3 長川寺 様
29 大通寺 様
131 済渡寺 様

◆広島県
7 伝福寺 様
22 光禅寺 様
34 吉祥寺 様
46 双照院 様
48 真観寺 様
86 西金寺 様

◆山口県
4 寳蔵寺 様
72 真福寺 様
159 海蔵院 様
190 亨徳寺 様
225 光東寺 様
243 覚天寺 様

◆鳥取県
82 吉祥院 様
146 妙楽寺 様
167 同慶寺 様

◆島根県2
16 洞光寺 様
50 妙岩寺 様
63 龍覚寺 様
70 完全寺 様
157 慶用寺 様
187 養善寺 様

◆徳島県
26 城滿寺 様

◆高知県
18 藤林寺 様
24 報恩寺 様

◆愛媛県
113 西禅寺 様

◆福岡県
25 南林寺 様

◆福島県
46 龍傳寺 様
93 長光寺 様
104 成願寺 様
121 長泉寺 様
156 大龍寺 様
226 常隆寺 様
267 東禅寺 様
352 大同寺 様
377 宝積寺 様

◆宮城県
212 祥雲寺 様
228 瑞川寺 様
281 光明寺 様
306 陽山寺 様
324 光　寺 様

◆千葉県
12 高根寺 様

◆島根県2
5 地福寺 様

◆秋田県
265 倫勝寺 様

◆岩手県
17 清水寺 様
23 清雲院 様
186 大光寺 様

◆青森県
100 澄月寺 様
101 聖福寺 様
112 法蓮寺 様
119 大安寺 様
138 安樂寺 様

◆山形県1
90 無量寺 様
181 祥雲寺 様
208 普門寺 様
238 西来院 様

◆山形県2
337 満福寺 様

◆山形県3
468 宗傳寺 様
563 洞春院 様
634 乗慶寺 様
641 宝泉寺 様
737 長秀寺 様

◆秋田県
76 藏堅寺 様
85 寳圓寺 様
261 見性寺 様
353 安養寺 様

◆北海道1
45 延命寺 様
484 禅福寺 様
488 清泉寺 様

◆北海道2
102 興禅寺 様
181 永祥寺 様

◆北海道3
226 大昭寺 様

　  コウタクジ様

2020年1月1日～2020年3月31日取扱い分

2020年1月1日～2020年3月31日取扱い分

〓

賛 助 費 浄 納 御 芳 名 簿

ボ ラ ン テ ィ ア 基 感金 謝 録
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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。
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静岡県 玉泉寺 
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広島県 光禅寺 
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山口県 山口県曹洞宗青年会 
鳥取県 吉祥院 
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◆鳥取県
82 吉祥院 様
146 妙楽寺 様
167 同慶寺 様

◆島根県2
16 洞光寺 様
50 妙岩寺 様
63 龍覚寺 様
70 完全寺 様
157 慶用寺 様
187 養善寺 様

◆徳島県
26 城滿寺 様

◆高知県
18 藤林寺 様
24 報恩寺 様

◆愛媛県
113 西禅寺 様

◆福岡県
25 南林寺 様

◆福島県
46 龍傳寺 様
93 長光寺 様
104 成願寺 様
121 長泉寺 様
156 大龍寺 様
226 常隆寺 様
267 東禅寺 様
352 大同寺 様
377 宝積寺 様

◆宮城県
212 祥雲寺 様
228 瑞川寺 様
281 光明寺 様
306 陽山寺 様
324 光　寺 様

◆千葉県
12 高根寺 様

◆島根県2
5 地福寺 様

◆秋田県
265 倫勝寺 様

◆岩手県
17 清水寺 様
23 清雲院 様
186 大光寺 様

◆青森県
100 澄月寺 様
101 聖福寺 様
112 法蓮寺 様
119 大安寺 様
138 安樂寺 様

◆山形県1
90 無量寺 様
181 祥雲寺 様
208 普門寺 様
238 西来院 様

◆山形県2
337 満福寺 様

◆山形県3
468 宗傳寺 様
563 洞春院 様
634 乗慶寺 様
641 宝泉寺 様
737 長秀寺 様

◆秋田県
76 藏堅寺 様
85 寳圓寺 様
261 見性寺 様
353 安養寺 様

◆北海道1
45 延命寺 様
484 禅福寺 様
488 清泉寺 様

◆北海道2
102 興禅寺 様
181 永祥寺 様

◆北海道3
226 大昭寺 様

　  コウタクジ様

2020年1月1日～2020年3月31日取扱い分

2020年1月1日～2020年3月31日取扱い分

〓

賛 助 費 浄 納 御 芳 名 簿

ボ ラ ン テ ィ ア 基 感金 謝 録

19 18

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。
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　この度、日本のみならず世界各地で新型コロナウイルスの感染が拡大しています。全曹青の主催行事

もその影響を受け、それぞれ中止・縮小のやむなきに至っております。

　亡くなられた方々のご冥福と感染された方々の快復、そして人々の生活が一刻も早く日常へと戻らん

ことをご祈念申し上げます。

青 年 僧 侶 の 映 画 レ ビ ュ ー

表 紙 の 話

　この映画のあらすじは、主人公が編集を担当する写真雑誌
『LIFE』が経営難により廃刊をむかえるにあたって、写真家か
らネガにある25番の写真を最終号の表紙に使ってほしいと言われ
ます。しかし、ネガを見ても、25番の写真だけが見つかりませ
ん。このことをきっかけに一歩踏み出すことに勇気を出せなかっ
た主人公が1枚の写真を探す旅によって、人生を変えていくとい
うものです。
　現実的に新しい挑戦をすることはなかなか容易なことではあり
ません。こうした際に最初に思い浮かぶのは失敗や不安だからで
す。だから一歩も踏み出さずに終わるという経験は誰にでもある
と思います。しかし、自分の人生だけで見える世界は100歳まで
生きるとしても限られていますし、様々な地域や境遇の人と関わ
ることで人生の幅が広がると私は思います。そこで失敗しても、
それは自分にとって後退ではなく、未来へつなげる前進に変えれ
ばいい。
　新しい挑戦に年齢は関係ないと思います。もしかしたら、その
挑戦が人に勇気を与え、未来を変えるかもしれません。
　昨年から全国曹洞宗青年会に参加させていただきまして、6月
で１年となります。これからも挑戦し続けたいと思います。

担当／広報委員　松崎 清文

僧侶から手渡される梅花を撮影いたしました。受け継が
れる梅花流の、これからの発展をテーマとしました。

撮影地：広島県尾道市
撮　影：広報副委員長　菅 悠生

映画『LIFE!』 2013年／アメリカ

発
行

所
／

全
国

曹
洞

宗
青

年
会

　
〒

105-8544　
東

京
都

港
区

芝
2-5-2　

曹
洞

宗
宗

務
庁

内
　

発
行

責
任

者
／

原
知

昭
　

編
集

責
任

者
／

田
ノ

口
太

悟
　

編
集

委
員

／
菅

悠
生

・
松

崎
清

文
・

高
栁

龍
哉

・
深

掘
泰

寛
・

石
原

顕
成

・
秋

元
憲

裕
・

米
澤

高
志

本
誌

編
集

部
並

び
に

発
行

部
数

に
関

す
る

お
問

い
合

わ
せ

先
／

〒
811-3411　

福
岡

県
宗

像
市

山
田

700　
増

福
院

内
 TEL 090-6183-2336 FA

X
 0940-32-5513　

制
作

・
デ

ザ
イ

ン
／

リ
ブ

ウ
ト

ア
ー

ト
ワ

ー
ク

　
印

刷
所

／
創

文
社

印
刷

株
式

会
社

　
定

価
100円

『アプリソウセイ』内、法要公務帳「得度式」「晋山結制準備」を追加の為鋭意作成中

全曹青公式アプリ『アプリソウセイ』
　この度、教化委員会では全曹青公式アプリ『アプリソウセイ』内、法要公務帳
の拡充を図るべく前期までに作成した既存の「本尊上供」・「晋山結制」・「本
葬」に続き、「得度式」・「晋山結制準備」を追加作成する運びとなりました。
　内容は『昭和改訂曹洞宗行持規範』を基に作成中です。従来通り、差定や配役
から検索し、簡単に解説を読むことができ、さらには、文章でわかりづらい場面
には写真や動画を用いて一目で理解できるように工夫いたします。
　得度式は修行する機会が少ないからこそ、我々僧侶が行ずる際に使いやすいよ
うに配慮しております。また、既存の「晋山結制」に準備を追加することによ
り、さらなる充実を図ります。なお、「晋山結制準備」には、様々な場面で使う
拝請法も含む予定です。
　まだお使いでない方も、この機会に是非『アプリソウセイ』をダウンロードし
ていただき、行持の際、または、自身の研鑽の資料としてご活用ください。
　なお、細かな進退等は、地域やそれぞれの寺院により差異があります。その点
をご留意の上、ご利用いただければ幸いです。　　　  文／教化委員長　森井宗淳

お らせ知全曹青からの

「法要公務帳」作成の様子

公式 HP『般若』
アプリソウセイ

ご案内ページ


