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真
心
の
た
ね
を
ま
き
ま
し
よ
う

花
ま
つ
り
の
普
及
の
た
め
、
今
期
も
継
続 

し
て
運
動
を
展
開
い
た
し
ま
す
。

つ
き
ま
し 

て
は
左
記
の
内
容
に
て
実
費
頒
布
い
た
し
ま 

す
の
で
ご
希
望
の
寺
院
様
は
申
し
込
み
ご
利 

用
下
さ
い
。

•

内
容

新

デ

ザ

イ

ン

封

筒

に

花

の

種

、

甘
茶 

テ
ィ
ー
パ
ッ
ク
、
三
仏
忌
の
説
明
文
を
詰
め 

た
状
態
で
送
付
い
た
し
ま
す
。(

封
筒
は
薄 

緑
色
で
す)

•

申
し
込
み
数
量
と
費
用 

一
口 

一
〇
部
単
位
・

(

何
口
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん) 

一

部

一

〇

〇

円

•

申
し
込
み
方
法

下
の
申
し
込
み
用
紙
に
ご
記
入
の
上
、
郵 

送
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
て
お
申
し
込
み
願
い
ま 

す
。

•

申
し
込
み
先

〒 6
 4
 9
 

— 4
1
1
 5

和
歌
山
県
東
牟
田
郡
古
座
町
古
座4
 9
 2
 

青

原

寺

内

下

路

光

淳

ま

で
 

F
A
X
 0
7
3
5
1
7
2
1
0
7
3
5
 

•

申
し
込
み
期
限

平
成
十
六
年
二
月
末
日 

頒
布
予
定
平
成
十
六
年
三
月
中
旬
頃 

•

お
届
け
方
法

着
払
い
に
て
お
届
け
し
ま
す
。

申込数
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【特
集
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食
育
の
可
能
旌

の
青
年
僧
に

い

電

の

ち

み

え

ま

す

か

？

昭
和
三
十
年
代
か
ら
の
栄
養
改
善
普
及
運
動(

食
生
活
近

貌
を
遂
げ
ま
し
た
。
当
初
そ
の
変
化
は
欧
米
諸
国
に
近
づ
く
証
と
し
て
好
意
的
ら
れ
て
い
た 

成
長
と
大
衆
消
費
社
会
の
到
来
に
よ
り
食
生
活
も
時
間
的
効
率
が
優
先
さ
れ
、
 

る
精
神
的
損
害(

家
庭
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
喪
失)

等
が
表
面
化
す
る
よ
于
に
な
一 

代
と
呼
ば
れ
て
久
し
い
も
の
の
、
そ
の
瀑
流
の
中
で
私
た
ち
は
大̂

^

っ
て
き
た
餐

 

そ
こ
で
特
集
で
は
、
ま
ず
大
村
直
己
氏(

食
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タI
)

よ
り
日
本
社
会
の
推.

合
わ
せ
た
子
供
の
変

一
代
化
論)

に
よ
っ

日
本
人
のH

B
は
大
き
な
変

の
、
高
度
経
済 

0

や
、
孤
食
に
よ 

代
が
飽
食
の
時 

い
で
し
ょ
う
かQ

化
と
三
つ
の
食
の
基
本
を
、
田
中
和
一
氏(

田
中
教
育
研
究
所
所
長)

に
は
無
国
籍
化
し
た
食
生
活
に
よ
る
不
調
に
つ
い 

て
、
谷

川

彰

英

氏(

筑
波
大
学
教
授)

か
ら
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
お
け
る
食
文
化
の
役
割
に
つ
い
て
、
そ
し 

て
僧
侶
の
立
場
か
ら
、
佐
藤
達
全
師(

育
英
短
期
大
学
教
授)

よ
り
食
の
入
手
法(

正
命
食
ア
と
食
べ
方(
典
座
教
訓• 

赴
粥
飯
法)

に

よ

る

「生
き
方
」
を
示
す
道
を
ご
提
言
頂
き
、
精
進
料
理
の
現
場
か
ら
、
白
澤
雪
俊
師•

高
梨
尚
之
師
ら

も
ご
発
言
を
頂
き
ま
し
た(

別

枠

記

事

「ピ
——
ブ
ル
」
参
照)

。

今
回
ご4

筆
頂
い
た
先
生
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
提
言
が
、
読
者
の
皆
様
の
「食
文
化
」
参
究
の
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸 

い
で
す
。

回
の
特
集
は
青
年
僧
の
視
点
か
ら
最
近
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
「食
育
」
概
念
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
も
の
で 

の
分
野
で
ご
活
躍
の
先
生
方
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
ご
提
言
を
頂
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

の
分
国
で
の
ご
功
績
を
も
と
に
参
究
資
料
と
し
て
お
寄
せ
頂
い
た
も
の
で
あ
り
、
本
特
集
に
お
け
る
ご
提
言
が
必
ず 

も

宗

門

の

「食
育
」
に
対
す
る
見
解
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
 

今
回
の
ご
提
言
を
契
機
に
、
「食(

じ
き)

」
と
「教
育
」
の
問
題
に
つ
い
て
共
に
学
ん
で
い
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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特集真肓の可能性

〜
豊
食
か
ら
飽
食
さ
ら
に
崩
食
の
時
代
へ
〜 

今

な

ぜ

食

育

か

、
 

そ

し

て

ど

の

よ

う

な

食

育

が

必

要

か

ほ

ね

ぶ

と

ネ

ッ

ト

主

宰

大

村

直

己

①

ひ
弱
な
子
供
の
増
加

消
費
社
会
の
成
熟
と
と
も
に
少
子
化•

高 

学
歴
化•

情
報
化
が
進
行
し
、
子
供
を
取
り 

巻
く
環
境
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
 

子
供
た
ち
は
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
過 

保
護
に
な
り
が
ち
で
、
企
業
か
ら
は
大
切
な 

消
費
者
と
し
て
注
目
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
り 

ま
す
。

マ
イ
ル
ー
ム
に
マ
イ
テ
レ
ビ
、

マ
イ 

ゲ
ー
ム
を
所
有
し
、
不
可
思
議
な
教
育
シ
ス 

テ
ム
の
中
で
塾
通
い
を
す
る
多
く
の
子
供
た

ち
一
。
彼
ら
の
心
と
身
体
に
い
っ
た
い
何
が 

起
き
て
い
る
の
か
、
子
供
の
変
化
を
め
ぐ
っ 

て
少
し
時
代
を
遡
っ
て
み
ま
し
よ
う
。 

一
九
六
〇
年
代
日
本
は
高
度
経
済
成
長 

期
に
突
入
し
工
業
化
社
唸
が
急
速
に
進
展 

し
ま
す
。
並
行
し
て
消
費
社
会
が
進
行
し 

食
生
活
が
豊
か
に
な
る
に
従
っ
て
一
九
六
〇 

年
代
後
半
か
ら
子
供
の
肥
満
が
話
題
に
な
り 

始
め
ま
し
た
。
豊
か
さ
の
進
展
と
あ
い
ま
っ 

て
一
九
七
四
年
に
は
高
校
進
学
率
が

90%
を 

超
え
、
受
験
勉
強
の
低
年
齢
化
と
子
供
の 

個
室
化
が
進
み
、

同
じ
頃
、
登
校
拒
否
、
 

引
き
こ
も
り
、
少
女
の
摂
食
障
害
が
報
告 

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

一
九
七
〇 

年
代
後
半
に
は
工
業
化
社
会
か
ら
脱
工
業
化 

社
会
へ
と
戦
後
の
日
本
社
会
が
さ
ら
に
大
き 

く
転
換
し
、
第
三
次
産
業
に
関
わ
る
人
々

の
比
率
が

50%
を
超
過
。
飽
食
の
時
代
と
い 

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
こ
の 

頃
で
、

一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代 

に
か
け
て
消
費
サ
ー
ビ
ス
社
会
化
と
情
報
化 

が
急
速
に
進
む
中
で
つ
い
に
一
九
八
〇
年
代 

の
後
半
、
子
供
の
体
力
低
下
が
統
計
的
に
も 

顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ 

れ

は

「十
数
年
前
か
ら
子
供
が
変
わ
っ
て
き 

た
」

「気
力
が
な
く
な
っ
た
」

「欲
望
の
コ
ン 

ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
い
子
が
増
え
た
」
と
教

育
関
係
者
が
感
じ
始
め
た
時
期
と
符
合
し
ま 

す
。
従
来
大
人
の
病
気
と
さ
れ
た
「生
活
習 

慣
病
」
が
子
供
に
も
忍
び
寄
り
、
若
年
層
の 

「拒
食
症
」
、
「過
食
症
」
、
「会
食
不
能
症
」
の 

増
加
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

②

消
費
社
会
と
食
環
境

消
費
社
会
は
食
の
外
部
化
、
欧
米
化
、
 

メ
ニ
ュ
ー
の
多
様
化
を
急
速
に
進
行
さ
せ
、
 

日
本
型
の
食
体
系
を
崩
壊
さ
せ
つ
つ
あ
り
ま 

す
。
国
民
栄
養
調
査
結
果(

厚
生
労
働
省) 

で
も
穀
類
摂
取
が
減
少
す
る(

特
に
コ
メ) 

反
面
で
動
物
性
た
ん
ぱ
く
質
の
増
加
や
脂 

質
の
過
剰
摂
取
が
指
摘
さ
れ
、
今
や
日
本
は 

ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
諸
国
を
引
き
離
し
て
米
国
と
並 

ぶ
世
界
に
冠
た
る
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
国
で 

も
あ
り
ま
す
。

モ
ノ
だ
け
で
な
く
情
報
の
消
費
も
激
し

い
時
代
。
中
で
も
食
に
関
す
る
情
報
は
巷 

に
氾
濫
し
て
い
ま
す
。
そ
の
大
半
は
断
片
的 

か
つ
刺
激
的
な
も
の
で
総
合
的
な
情
報
は
少 

な
い
た
め
、
食
に
対
す
る
大
々
の
姿
勢
に
は 

伝
統
や
文
化
に
裏
付
け
ら
れ
た
自
信
や
一
貫 

性
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
男
性 

の

「肥
満
」
が
増
え
る
反
面
で
、
極
度
な
ダ 

イ
エ
ッ
ト
志
向
か
ら

若
い
女
性
の
「
や
せ
」 

が
増
え
て
い
る
の
も
そ
の
表
れ
で
し
ょ
う
。
 

そ
の
よ
う
な
大
大
社
会
を
反
映
し
て
、
ひ
弱 

な
子
供
が
増
え
て
き
た
と
い
え
そ
う
で
す
。
 

塾
通
い
や
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
な
ど
の
室
内
遊
び 

が
彼
ら
の
生
活
に
定
着
し
、
外
遊
び
が
減
少
、
 

生
活
時
間
の
夜
型
化
、
朝
の
欠
食
増
加
、
夕
食 

を
塾
や
そ
の
周
辺
で
す
ま
せ
る
こ
と
も
多
く 

な
っ
て
…
。
家
族
が
揃
う
食
事
は
少
な
く
家 

族
が
揃
っ
て
さ
え
そ
れ
ぞ
れ
が
好
き
な
物
を

食
べ
る
時
代
…
。

コ 

ン
ビ
ニ
や
フ
ァ
ー
ス 

ト
フ
ー
ド
店
で
は
子 

供
だ
け
の
買
い
食
い 

も
よ
く
あ
る
光
景
と 

な
り
、
豊
か
で
便
利 

な
暮
ら
し
の
中
で
時 

間
的
に
も
内
容
的
に 

も
不
規
則
な
食
事
が 

増
え
て
い
ま
す
。
さ 

ら
に
加
工
食
品
や
便 

利
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た 

生
鮮
品
に
囲
ま
れ
て 

消
費
者
が
食
の
生
産 

現
場
を
見
る
機
会
は 

殆
ど
な
く
な
り
、
食 

べ
物
は
元
を
た
ど
れ

ば
全
て
動
植
物
の
命
で
あ
る
こ
と
を
す
っ 

か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
…
、
大
大
も
子
供
も 

食
べ
物
や
食
べ
方
を
大
切
に
す
る
心
が
希
薄 

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
食
べ
残
し
等
の
食
の 

ロ
ス
も
看
過
で
き
な
い
問
題
と
な
っ
て
い
ま 

す0

③

今

求

め

ら

れ

る

「食
育
」

の
視
点 

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か 

け
て
の
日
本
大
の
食
事
は
平
均
的
に
大
変
バ 

ラ
ン
ス
が
良
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

戦
後
の
貧
し
さ
を
脱
し
た
そ
の
頃
は
手
に
入 

る
も
の
を
伝
統
的
な
日
本
の
食
べ
方
で
食
べ 

る
こ
と
で
自
然
に
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
が 

出
来
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
今
は
食 

べ
た
い
も
の
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も(

子
供 

で
も)

食
べ
ら
れ
る
あ
ま
り
に
も
豊
か
で
便 

利
な
時
代
、
食
が
足
り
る
喜
び
を
忘
れ
つ
い
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つ
い
好
き
な
も
の
に
偏
っ
て
食
べ
す
ぎ
て
し 

ま
い
が
ち
…
。
そ
の
よ
う
な
現
代
だ
か
ら
こ 

そ

「食
の
基
本
」
に
立
ち
返
っ
た
自
律
的
な 

食
べ
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
 

今

回

「食
の
基
本
」
を
三
つ
に
絞
り
込
ん 

で
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
一
つ
目 

は

「
主
食
と
副
食
の
組
み
合
わ
せ
」
。
副
食 

は
さ
ら
に
主
菜
と
副
菜
で
構
成
さ
れ
、
ま
さ 

に
日
本
の
食
の
文
法
で
す
。
主

食
(

ご
飯) 

に
主
菜(

魚
や
肉
中
心
の
お
か
ず)

、
副
菜(

野 

菜
中
心
の
お
か
ず)

、
汁

物
(

豆
類
や
野
菜
・ 

海
草
類) 

が
加
わ
っ
て
、
所

謂

「ご
飯
と
一 

汁
二
菜
」

の
食
べ
方
を
見
直
し
た
い
。
日
本 

の
伝
統
、
習
慣
、
風
土
の
中
で
鍛
え
ら
れ
受 

け
継
が
れ
て
き
た
、

一
回
の
食
事
と
し
て
バ 

ラ

ン

ス

が

良

い(

国
際
的
な
評
価
も
高
い) 

優
れ
た
食
べ
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
、

一
 

人
ひ
と
り
の
健
康
に
繋
が
る
と
考
え
ま
す
。
 

二

つ

目

は

「
地
産
地
消
」
、
地
域
の
食
材 

を
地
域
で
食
べ
る
と
い
う
考
え
方
。
季
節
の 

も
の
を
大
切
に
し
た
り
広
い
意
味
で
は
国
産 

の
も
の
を
食
べ
る
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
。

新
鮮
な
も
の
は
美
味
し
く
て
栄
養
価
も
高 

く
、
輸

送•

栽
培
時
の
余
分
な
エ
ネ
ル
ギ
ー 

の
い
ら
な
い
環
境
に
や
さ
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ 

イ
ル
で
す
。
さ
ら
に
先
進
国
の
中
で
際
立
つ 

て
低
い
我
国
の
食
料
自
給
率
は
一
九
六
五
年 

73%
か
ら
現
在

40%
 
(

供
給
熱
量
ベ
ー
ス) 

と
激
減
。
明
日
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
守
る 

と
い
う
点
か
ら
も
、
地
域
や
国
の
食
材
を
大 

事
に
頂
く
姿
勢
が
大
切
で
し
ょ
う
。
地
産
地 

消
は
日
本
版
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
と
も
い
え
ま
す 

が
、

こ
の
考
え
方
は
、
昔
も
今
も
万
国
共
通 

の
食
の
哲
学
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
 

三

つ

目

は

「食
べ
物
へ
の
感
謝
の
心
」
。
 

大
は
自
然
の
一
部
で
あ
り
、
生

命
(

い
の 

ち)

の
繋
が
り
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
こ 

と
(

多
く
の
生
物
を
犠
牲
に
生
き
て
い
る
こ 

と)

を
認
識
し
得
る
食
育
が
必
要
な
時
代
で 

す
。
便
利
な
市
販
品
を
利
用
し
な
が
ら
も
、
 

折
々
に
日
本
の
旬
の
食
材
を
取
り
入
れ
て
一 

汁
二
菜
の
食
卓
を
家
族
み
な
で
囲
む
暮
ら
し 

の
中
で
こ
そ
、
自
然
の
恵
み
へ
の
感
謝
の
心 

や
敬
虔
な
気
持
ち
が
生
ま
れ
、
大
人
も
子
供

も
こ
こ
ろ
豊
か
な
食
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き 

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

④

さ
い
ご
に
〜
食
べ
る
空
間
が

子
供
の
心
を
育
ん
で
い
く
〜 

豊
か
さ
と
便
利
さ
と
忙
し
さ
が
な
い
ま
ぜ 

に
な
っ
た
今
の
日
本
の
消
費
社
会
。
よ
り
美 

味
し
く
よ
り
楽
し
く
よ
り
快
適
に
よ
り
豊
か 

に
…
と
大
人
も
子
供
も
せ
わ
し
な
く
過
ご
す 

現
代
。
そ
の
よ
う
な
中
で
私
た
ち
は
何
か
大 

切
な
も
の
を
ど
こ
か
に
置
き
去
り
に
し
て
い 

る
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
 

食
べ
る
空
間
も
そ
の
一
つ
一
。
朝
食
べ
な 

い
子
、

一
大
で
食
べ
る
子
も
少
な
く
な
い
訳 

で
す
が
、

こ
れ
な
ど
も
、
豊
か
さ
を
求
め
て 

忙
し
く
な
り
本
当
の
豊
か
さ
を
見
失
っ
て
し 

ま
っ
た
こ
と
の
表
れ
の
よ
う
…
。 

食
べ
る
空
間
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
家 

族
の
暮
ら
し
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
も
繋
が 

り
、
そ
れ
が
ま
た
一
大
ひ
と
り
の
活
力
に
も 

繫
が
り
ま
す
。
だ
か
ら
子
供
に
と
っ
て
も
大 

大
に
と
っ
て
も
家
族
で
食
べ
る
空
間
は
と
て 

も
大
切
。
ゆ
と
り
の
あ
る
休
日
な
ど
は
み
な 

で
一
品
ず
つ
作
り
な
が
ら
食
卓
を
整
え
る
の 

も
素
敵
な
空
間
で
す
。
く
つ
ろ
ぎ
の
中
で
子 

供
の
心
に
も
素
直
な
気
持
ち
や
相
手
を
思
う 

余
裕
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ 

う
か
。
「
食
べ
物
そ
の
も
の
」
が
子
供
の
体 

を
育
て
る
と
す
れ
ば
「食
べ
る
空
間
」
が
子
供 

の
心
を
育
ん
で
い
く
——
、
そ
の
よ
う
な
こ
と 

を
強
く
感
じ
る
こ
の
頃
。
多
忙
な
現
代
で
す 

が
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
何
を
優
先
す
る
の 

か
、
ち
よ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
み
た
い
。
そ 

し
て
食
べ
る
空
間
を
大
切
に
子
供
の
伸
び
や 

か
な
心
を
育
ん
で
欲
し
い
と
思
う
の
で
す
。
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携
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独
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。
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テ
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。
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：
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特集直肓の可能性

食

育

の

す

す

め
——

心

の

教

育

を

追

っ

て

——

田

中

教

育

研

究

所

所

長

田

中

和
 

一

◎

は
じ
め
に

私

が

「食
と
教
育
」
に
興
味
を
持
ち
、
深 

く
関
わ
り
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
実
際
に 

教
師
と
し
て
教
育
現
場
に
携
わ
っ
て
い
た
頃 

か
ら
で
あ
る
。

当
時
も
学
校
で
の
団
体
生
活
に
う
ま
く
馴 

染
め
な
い
子
や
、
暴
発
的
一
面
を
覗
か
せ
る 

子
、
ま
た
、
偏
食
傾
向
を
持
つ
子
も
い
た
が
、
 

そ
の
子
達
を
注
意
深
く
観
察
し
て
い
く
と
、
 

給
食
時
に
良
く
残
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い 

た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
あ
る
時
、
皆
の
見
て
い
る
前
で
私 

が
そ
れ
を
全
部
食
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
子
ど 

も
達
の
様
子
が
急
に
好
転
し
た
。
私
は
こ
の 

こ
と
を
契
機
と
し
て
「食
と
教
育
」
に
力
を 

入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
も
教
育
相
談
に 

来
ら
れ
た
親
子
と
必
ず
食
事
を
共
に
す
る
こ 

と
に
し
て
い
る
。

◎

正
し
い
し
つ
け
は
「食
育
」
を
柱
に 

教

育

の

原

点

は

「
人
づ
く
り
」
、
人
づ
く 

り

の

原

点

は

「食
育
」

で
あ
る
。
食
か
ら
食 

育
へ
と
い
う
過
程
で
「
し
つ
け
」
が
重
要
な 

鍵
と
な
る
。
し

つ

け

に

は

「
し
つ
け
糸
の
し 

つ
け
」
—
人
生
を
心
豊
か
に
暮
ら
す
た
め
の 

基
本
、
善
悪
の
判
断
、
他
の
も
の
に
感
謝
す 

る
心
な
ど
を
厳
し
く
教
え
る
。

「
田
ん
ぼ
の
し
つ
け
」
—
稲
の
苗
が
根
を
張 

り
、
自
分
の
力
で
成
長
し
て
行
け
る
状
態
を 

「
し
つ
い
た
」
と
言
い
、
自
分
の
こ
と
は
自
分 

で
出
来
る
芽
が
出
て
き
た
こ
と
、

つ
ま
り
、
 

「
し
つ
け
が
で
き
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
 

「
他
人
に
迷
惑
を
か
け
ず
に
自
立
す
る
基
礎 

が
で
き
て
き
た
」
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
 

◎

家
族
で
食
事
を
す
る
中
で
「
二
つ
の
し
つ 

け
が
」
育
っ
て
い
く

食
事
と
い
う
の
は
皆
で
食
べ
な
が
ら
、

い 

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
話
し
合
い
、
そ
の
中
で
「
二 

つ
の
し
つ
け
」
が
で
き
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
 

食
事
の
あ
り
方
の
基
本
は
、
「
個
(

孤) 

食
を
避
け
る
」
、

「楽
し
く
食
べ
る
」
、
「
つ
く 

る
」
、
「
並
べ
る
」
、
「
食
べ
さ
せ
る
」
、

こ
の 

五
つ
を
考
え
て
い
る
。
ひ
と
り
で
食
べ
た
り
、
 

自
分
だ
け
好
き
な
も
の
を
食
べ
る
こ
と
は
し 

な
い
。

こ
れ
は
も
う
基
本
中
の
基
本
。
 

家
族
で
今
日
一
日
あ
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
出 

来
事
を
話
し
な
が
ら
楽
し
く
食
べ
る
、

こ
の 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
事
。

で
も
最
近
、

「
つ
く
る
家
庭
」
が
少
な
く 

な
り
、
外
か
ら
買
っ
て
き
た
も
の
を
手
も
加 

え
ず
に
食
べ
さ
せ
る
。

こ

れ

は

「並
べ
る
」 

の

で

は

な

く

「置
く
」
だ
け
で
心
の
つ
な
が 

り
が
感
じ
な
れ
な
い
。
「
並
べ
る
」
と
い
う

の
は
、
家
族
全
員
の
顔
を
見
わ
た
し
て
食
材 

を

選

ん

で

「
つ
く
っ
た
」
料
理
を
食
卓
に
出 

す
も
の
で
、
偏
食
の
子
が
い
れ
ば
指
導
の
た 

め
に
銘
銘
皿
が
多
く
な
る
し
、
家
族
全
員
が 

好
物
の
も
の
で
あ
れ
ば
一
緒
盛
り
で
も
よ
い 

と
い
う
工
夫
が
生
れ
て
く
る
。
「食
べ
さ
せ 

る
」
と
は
、
皆
楽
し
く
良
く
嚙
ん
で
食
べ
る 

こ
と
に
加
え
て
「
心
」
を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
。
 

そ
の
為
に
は
、
台
所
は
我
が
家
の
薬
局
、
料 

理
人
は
我
が
家
の
薬
剤
師
、
幸
福
は
口
福
が 

運
ん
で
く
る
と
い
う
認
識
が
重
要
と
な
っ
て 

く
る
。

こ
の
よ
う
な
家
庭
の
子
ど
も
は
、
食 

事
時
ば
か
り
で

な
く
「
い
た
だ
く
」
、

「も
っ 

た
い
な
い
」
と
い
う
心
情
が
素
直
に
育
っ
て 

い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

◎

節
度
の
あ
る
食
事
が
豊
か
な
感
性
を
育
む 

様
々
な
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
に
、
医

師
の
話
も
併
せ
て
考
え
る
と
私
な
り 

に
あ
る
結
論
が
見
え
て
き
た
。
そ
れ 

は
、

問
題
を

持

つ

子

は

、
大
脳
や 

間
脳

が

く
た
び
れ
て

い
る
、

と
い 

う
こ
と
。
間
脳
と
い
う
の
は
、
感
性 

を
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
で
、
人
の
物 

を
取
っ
た
ら
悪
い
、
嬉
し
い
と
き
は 

嬉
し
い
気
持
ち
に
な
る
の
が
普
通
だ 

が
、
ど
う
も
大
脳
や
間
脳
が
く
た
び 

れ
て
い
て
逸
脱
し
た
行
動
が
目
立
つ 

の
が
気
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
原
因
を
探
っ
て
い
く
と
、
そ 

れ
は
食
生
活
に
原
因
が
あ
る
者
が
多 

い
。
清
涼
飲
料
水
の
飲
み
過
ぎ
、
食 

事
時
間
の
乱
れ
、
凶
暴
等
の
問
題
を

持
つ
と
い
わ
れ
る
子
た
ち
の
食
事
は
「
つ
く 

る
」
、

「並
べ
る
」
、
「食
べ
さ
せ
る
」

の
概
念 

が
崩
れ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
 

心
も
体
も
栄
養
失
調
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が 

多
く
、
「食
べ
も
の
が
変
わ
れ
ば
心
も
変
わ 

る
」
と
い
う
こ
と
が
実
感
と
し
て
伝
わ
っ
て 

く
る
。

間
脳
や
大
脳
が
う
ま
く
働
く
た
め
に
は
力 

ル
シ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
ビ
タ
ミ
ン
な 

ど
の
微
量
栄
養
素
が
必
要
な
の
に
食
事
か
ら 

き
ち
ん
と
補
給
さ
れ
て
い
な
い
。
す
る
と
間 

脳
が
う
ま
く
働
か
な
く
な
る
。
間
脳
が
う
ま 

く
働
け
ば
「人
間
性
豊
か
」
だ
し
、
う
ま
く
働 

か
な
け
れ
ば
理
性
に
乏
し
く
「凶
暴
」
に
な
る 

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
心
が
育
た 

な
い
と
い
う
事
な
の
だ
ろ
う
。

SOUSEI 2004.27



◎

食
文
化
の
基
本
に
帰
っ
て
考
え
る 

前
述
し
た
こ
と
を
解
決
に
近
づ
け
る
た
め 

に
は
、
食
文
化
の
基
本
に
帰
る
こ
と
。
そ
れ
ぞ 

れ
の
民
族
は
そ
れ
ぞ
れ
の
長
い
歴
史
を
通
し 

て
伝
統
あ
る
食
文
化
を
育
ん
で
き
た
。
そ
の 

食
文
化
に
よ
っ
て
体
内
時
計
は
正
確
に
刻
ま 

れ
、
今
日
ま
で
生
命
を
守
り
続
け
て
き
た
。
 

と
こ
ろ
が
今
日
の
日
本
人
の
食
生
活
は
、
 

西
洋
化
、
無
国
籍
化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
て
、
 

こ
の
こ
と
が
体
内
時
計
を
狂
わ
せ
、
多
く
の 

現
代
病
を
生
み
出
し
て
い
る
。

◎

今
子
ど
も
の
心
が
危
な
い

特
に
子
ど
も
達
の
生
活
習
慣
病
は
、
三
〇 

年
前
の
三
倍
に
達
し
て
い
る
現
状
に
は
恐
ろ

し
く
て
言
葉
も
出
な
い
。

「
子
ど
も
の
生
活
の
リ
ズ
ム
が
お 

か
し
く
な
っ
た
」
と
相
談
に
来
る
親 

が
数
多
く
い
る
。
生
活
動
作
つ
ま
り 

体
の
表
面
か
ら
窺
え
る
も
の
、
例
え 

ば
い
わ
ゆ
る
キ
レ
る
子
、
引
き
こ
も 

り
の
子
、
不
登
校
の
子
の
よ
う
に
、
 

何
ら
か
の
生
活
リ
ズ
ム
の
変
化
と 

な
っ
て
表
れ
て
く
る
様
に
な
る
と
危 

険
信
号
と
も
言
え
る
。

で
は
何
を
、
ど
う
す
る
。
先
ず
第 

一
の
サ
イ
ン
は
食
に
あ
る
と
い
う
こ 

と
。
何
び
と
も
体
調
が
崩
れ
れ
ば
第 

一
に
食
欲
が
無
く
な
る
の
は
誰
も
が 

認
め
る
と
こ
ろ
。
し
た
が
っ
て
そ
の 

サ
イ
ン
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、
 

1
、
水
分
を

よ
く
取
る
か(

清
涼
飲

料
水
を
多
く
飲
む
の
が
目
立
つ
か) 

2
、
間

食

は

ど

う

か(

間
食
が
主
食
で
、
主 

食
が
間
食
の
量
に
な
っ
て
い
な
い
か) 

3
、
偏

食

は

ど

う

か(

ス
ナ
ッ
ク
類
に
偏
っ 

て
い
な
い
か)

4
、
肉

魚
を

食

べ

る

量(

野
菜
類
と
の
バ
ラ 

ン
ス
は
ど
う
か)

5
、
野

菜
を

食
べ

る
量(

魚
肉
類
と
の
バ
ラ 

ン
ス
は
ど
う
か)

6
、
よ

く

嚙

む

か(

よ
く
嚙
ま
な
い
子
、
あ 

ご
に
力
の
無
い
子
は
飽
き
や
す
い) 

7
、
早
食
い
、
遅
食
い
の
傾
向
は
な
い
か(

い 

じ
め
の
対
象
に
な
り
や
す
い) 

単
に
親
の
み
で
は
な
く
、
大
人
全
員
が
心

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ

の

こ

と

が

「今 

子
ど
も
の
心
が
危
な
い
」

の
救
い
の
手
に
な 

る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

◎

お
わ
り
に

食
環
境
の
誘
惑
で
多
く
の
人
々
が
迷
っ
て 

い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
肉
が
良
い
と
な
れ 

ば
肉
に
走
り
、
バ
ナ
ナ
が
良
い
と
な
れ
ば
そ 

れ
の
み
に
飛
び
つ
く
。
本
を
見
て
森
を
見
な 

い
積
み
重
ね
が
多
く
の
現
代
病
を
生
み
出
し 

て
い
る
。
ま
と
め
て
言
及
す
る
な
ら
ば
、
前 

述

の

「体
内
時
計
」

の
狂
い
で
あ
り
、
そ
れ 

は
大
人
全
員
の
責
任
で
も
あ
る
。
 

か
つ
て
、
日
本
も
飢
餓
の
時
代
が
あ
っ
た
。
 

そ
の
よ
う
な
中
で
多
く
の
人
々
が
生
き
延
び 

る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
「食
術
」H
食
に
関 

わ
る
知
識
や
知
恵
、
技
術
経
験
や
勘
、

コ
ツ 

等
が
受
け
継
が
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ 

の
中
に
は
、
重
く
大
き
い
大
黒
柱
「食
育
」
と

い
う
こ
と
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ 

て
は
な
ら
な
い
と
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。

田

中

和

一
(

た
な

か
わ

い
ち) 

e -

九
二
四
年
生
ま
れ
。
東
京
都
町
田
市
出
身
。
 

『
田
中
教
育
研
究
所
』
所
長
。

一
九
四
六
年
か
ら
東
京
都
の
小
学
校
教
諭
を 

勤
め
る
。

文

京

区

立

林

町

小

学

校

校

長

を

経

て 

一
九
八
五
年
退
職
。

同
年
よ
り
文
京
区
高
齢
者
連
合
会
専
属
講
師
。
 

現
在
、
数
多
く
の
講
演
を
行
う
か
た
わ
ら
、
町 

田
市
の
農
場
で
五
百
人
余
の
親
子
と
共
に
野 

菜
作
り
を
実
践
し
、
子
ど
も
達
の
活
動
や
心 

の
変
化
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

子

ど

も

の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

を

育

て

る

た

め

に

一

筑

波

大

学

教

授

谷

川

彰

英

教
育
の
課
題
は
子
ど
も
一
大
ひ
と
り
の
ア 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
そ 

の
大
間
か
ら
あ
る
も
の
を
取
っ
て
し
ま
っ
た 

ら
、
そ
の
大
間
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
「何 

か
」
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
大
間
を 

形
作
っ
て
い
る
最
も
根
源
的
な
何
か
な
の
で

あ
る
。

私
に
と
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
何 

か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
曹
洞
宗
の
寺
院
に
生 

ま
れ
育
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
長
野
県
松
本 

市
の
山
の
中
に
あ
る
徳
運
寺
と
い
う
寺
に
生 

ま
れ
、
そ
の
子
息
と
し
て
檀
家
の
方
々
が
精 

魂
込
め
て
作
っ
た
米
を
食
べ
て
育
っ
た
と
い
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う
事
実
こ
そ
が
私
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と 

な
っ
て
い
る
。
檀
家
の
ほ
と
ん
ど
は
山
村
の 

家
々
で
あ
り
、
決
し
て
豊
か
と
は
い
え
な
い 

地
域
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
檀
家
の
方
々
の 

力
で
自
分
は
育
て
ら
れ
た
と
い
う
思
い
が
、
 

今
の
私
の
人
間
観
の
根
本
を
形
成
し
て
い 

る
。
私
を
育
て
て
く
れ
た
の
は
、
ど
こ
の
村 

に
も
い
る
ご
く
普
通
の
人
々
で
あ
り
、
そ
れ 

ら
の
人
々
に
お
世
話
に
な
っ
て
育
て
ら
れ
た 

と
い
う
意
識
は
私
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な 

い

「何
か
」
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ 

テ
ィ
が
、

現
代
社
会
で
は
ど
ん
ど
ん
な
く 

な
っ
て
き
て
い
る
。

食
生
活
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ

る
。
昔
は
ど
の
家
庭
で
も
そ
の
家
な
り
の
味 

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
長
野
県
で
は
昔
は 

ど
こ
で
も
家
ご
と
に
野
沢
菜
を
つ
け
、
冬
に 

は
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
相
互
の
味
を
確
か
め 

合
う
の
が
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
 

家
ご
と
の
味
を
管
理
し
て
い
た
の
は
主
婦 

で
あ
っ
た
し
、
新
し
く
入
っ
て
く
る
嫁
は
そ 

の
味
を
継
承
し
て
い
っ
た
。

現
代
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
の
伝
承
は
、
 

都
市
地
区
で
は
ほ
と
ん
ど
破
壊
さ
れ
て
し 

ま
っ
た
。
か
つ
て
の
「主
婦
」
が
な
く
な
り
、
ほ 

と
ん
ど
の
女
性
が
社
会
で
働
く
よ
う
に
な
っ 

て
い
る
現
状
で
は
社
会
の
変
化
は
や
む
を
え 

な
い
と
は
言
え
、
食
べ
る
と
い
う
こ
と
を
通 

じ
て
家
族
が
ま
と
ま
っ
て
い
く
こ
と
ま
で
否

定
さ
れ
て
い
く
よ
う
で
は
困
る
。
 

食
は
、
人
類
発
祥
時
か
ら
連
綿
と 

し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
技
で
あ
り
、
 

文
化
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
人
と
人 

を
つ
な
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で 

も
あ
っ
た
。
「会
食
」
と
い
う
言
葉
が 

あ
る
。
会
食
の
本
質
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ 

—
シ
ョ
ン
に
あ
る
。
会
食
と
い
う
の 

は
人
間
だ
け
が
行
う
も
の
で
あ
る
。
 

鶏
や
蛙
が
会
食
し
て
い
る
と
こ
ろ
は 

見
た
こ
と
が
な
い
。
サ
ン
マ
が
会
食 

し
て
い
る
と
い
う
話
も
聞
か
な
い
。
 

昔

か

ら

「
同
じ
釜
の
飯
を
食
う
」 

と

か

「
一
宿
一
飯
の
恩
」
と
い
う
言 

葉
が
あ
る
よ
う
に
、
食
事
を
共
に
す 

る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
ア
イ
デ
ン 

テ
ィ
テ
ィ
を
育
て
る
た
め
に
不
可
欠

な
機
能
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の 

子
ど
も
た
ち
は
朝
食
を
家
族
と
共
に
取
る
習 

慣
も
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
孤
食
傾
向
が 

進
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
度
、
従
来
の
学
校
給
食
を
担
当
し
て 

き
た
学
校
栄
養
職
員
を
「栄
養
教
諭
」
と
い 

う
資
格
を
設
け
て
食
の
指
導
も
積
極
的
に
推 

進
し
よ
う
と
い
う
方
向
性
が
ま
と
ま
つ
た
。
 

こ
れ
ま
で
、
学
校
栄
養
職
員
は
給
食
指
導
の 

他
に
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
で
部
分 

的
に
授
業
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の 

多
く
は
専
門
と
す
る
栄
養
素
な
ど
の
話
に
限 

定
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
も
っ
と
深 

く
食
文
化
の
問
題
に
も
踏
み
込
ん
で
い
か
な 

く
て
は
な
ら
な
い
。

も
う
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
 

ア
メ
リ
カ
の
学
会
で
環
境
教
育
に
関
す
る
シ 

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の 

と
き
、
私
は
冒
頭
で
、
日
本
で
は
食
事
の
前
に 

合
掌
す
る
習
慣
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
仏
教
に 

基
づ
く
も
の
で
、
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
他 

の
生
物
の
命
を
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
り
、
そ 

れ
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
の
表
れ
で
あ
る 

こ
と
を
述
べ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
に
十
分
理
解 

さ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
少
な
く 

と
も
、
箸
を
使
っ
て
食
べ
る
文
化
の
方
が
生 

命
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
深
い
こ
と
は
事
実 

で
あ
ろ
う
。

今
の
子
ど
も
た
ち
に
一
番
訴
え
た
い
こ 

と
は
、
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
他
の
生
物
の 

命
を
奪
っ
た
上
で
初
め
て
生
じ
る
も
の
で
あ 

る
こ
と
、
し
か
し
、
ま
た
、
そ
う
し
な
け
れ

ば
い
か
な
る
生
物
も
生
き
て
は
い
け
な
い
と 

い
う
現
実
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
と
ら
え
れ 

ば
、
食
事
を
い
い
か
げ
ん
に
済
ま
す
こ
と
は 

で
き
な
く
な
る
。
ま
た
無
駄
に
す
る
と
い
う 

こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
命
の
大
切
さ
も 

わ
か
っ
て
く
る
。

昔
の
母
親
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず 

知
ら
ず
の
う
ち
に
教
え
て
く
れ
た
。
今
の
母 

親
た
ち
は
、
食
を
通
じ
て
何
を
伝
え
て
い
く 

べ
き
か
を
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の 

結
果
、
今
日
の
多
く
の
青
少
年
の
犯
罪
が
起 

こ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
悪
循
環
を
断
ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な 

い
。
そ
の
た
め
に
は
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
 

大
人
た
ち
に
も
食
の
本
質
を
理
解
さ
せ
て
い 

く
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
。

谷

川

彰

英
(

た
に
か
わ
あ
き
ひ
で) 

昭
和
二
〇
年
八
月
長
野
県
松
本
市
の
徳
運 

寺
に
生
ま
れ
る
。

東
京
教
育
大
学
教
育
学
部
、
同
大
学
院
博
士 

課
程
修
了
。

現
在 

筑
波
大
学
教
授 

博
士 
(

教
育
学) 

学
校
教
育
部
長
。

専
門
は
学
校
教
育
学
だ
が
、
地
名
研
究
、
食 

文
化
研
究
な
ど
多
彩
。

最
近
の
著
書
に
『
食
の
授
業
を
デ
ザ
イ
ン
す 

る
。
』
『
地
名
の
魅
力
』
『
京
都 

地
名
の
由 

来
を
歩
く
』
な
ど
多
数
。
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『
典

座

教

訓

』

『
赴

粥

飯

法

』

に
学

ぶ

人

の

生

き

方

育

英

短

期

大

学

教

授

佐

藤

達

全

1
、
仏
教
と
精
進
料
理

食
事
は
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
た
め
に
最 

も
基
本
的
な
営
み
の
一
つ
で
す
か
ら
、
仏
教 

に
お
い
て
も
食
事
に
つ
い
て
の
教
え
は
た
く 

さ
ん
あ
り
ま
す
。
だ
れ
も
が
す
ぐ
に
思
い
浮 

か
べ
る
の
は
精
進
料
理
で
し
ょ
う
。
精
進
料 

理
は
、
肉
や
魚
を
用
い
な
い
料
理
の
こ
と
で 

す
が
、
も
と
も
と
「精
進
」
は
料
理
を
あ
ら
わ 

す
言
葉
で
は
な
く
、
「
一
生
懸
命
に
努
力
す 

る
」
と
い
う
意
味
の
イ
ン
ド
の
言
葉
ヴ
ィ
ー 

リ
ヤ
を
日
本
語
に
訳
し
た
も
の
で
す
。
 

昔
か
ら
、
修
行
を
す
る
と
き
に
は
身
心
を 

浄
め
よ
う
と
し
て
肉
や
魚
を
避
け
る
習
慣
が 

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
お
釈
迦
さ
ま
は
慈
悲 

の
心
か
ら
あ
ら
ゆ
る
動
植
物
の
生
命
を
慈
し 

み
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
肉
や
魚
を
食
べ
な 

い
こ
と
と
修
行
に
励
む
精
進
と
い
う
言
葉
が 

結
び
つ
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
 

2
、
お
釈
迦
さ
ま
と
食
べ
物 

と
こ
ろ
で
、
仏
教
と
食
事
を
考
え
る
場
合
、
 

精
進
料
理
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
は
十
分 

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
お
釈
迦
さ
ま 

は
菜
食
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
 

当
時
の
出
家
者
は
生
産
活
動
が
で
き
な
か
っ 

た
た
め
、
お
釈
迦
さ
ま
や
弟
子
た
ち
の
食
べ 

物

は

托

鉢(

乞
食)

に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
托
鉢
を
し
て
い
た
だ
い
た
食 

ベ
物
に
は
、
肉
や
魚
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た 

が
、
お
釈
迦
さ
ま
は
必
ず
し
も
肉
や
魚
を
食 

べ
な
い
こ
と
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
で 

し
た
。

む
し
ろ
、
「何
を
食
べ
る
か
」

で
は
な
く
、
 

食

べ

る

こ

と

を

「生
き
方
の
問
題
」
と
し
て 

認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
そ
の
一 

例
が
正
命
食
と
邪
命
食
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま 

は
食
べ
物
の
生
産
や
入
手
方
法
も
問
題
に
し 

ま
し
た
。
正
命
食
と
い
う
の
は
正
し
い
方
法 

で
手
に
入
れ
た
食
べ
物
の
こ
と
で
、
身
心
の 

健
康
を
保
つ
上
で
有
益
な
も
の
と
考
え
た
で 

す
。
反
対
に
、
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を 

し
た
り
、
人
を
だ
ま
し
た
り
し
て
得
た
食
べ 

物
は
邪
命
食
と
い
っ
て
、
避
け
る
べ
き
も
の 

と
考
え
ま
し
た
。

現
在
は
生
産
効
率
を
高
め
、
よ
り
多
く
の 

利
益
を
あ
げ
る
た
め
、
季
節
を
無
視
し
農
薬 

や
ホ
ル
モ
ン
剤
等
を
多
用
し
た
野
菜
栽
培
や 

家
畜
の
飼
育
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
う
し
た
食
材
を
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
食 

ベ
続
け
て
、
健
康
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
は
な 

い
の
で
し
ょ
う
か
。
正
命
食
と
邪
命
食
の
教 

え
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思 

い
ま
す
。

3
、
『典

座

教

訓

』
と

『
赴

粥

飯

法

』 

食
事
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
掘
り 

下
げ
た
の
は
道
元
禅
師
で
す
。
道
元
禅
師
は 

『典
座
教
訓
』
や

『赴
粥
飯
法
』
を
著
し
て
、
 

食
事
を
作
る
役
で
あ
る
典
座
の
心
構
え
や
食 

ベ
る
際
の
留
意
点
を
具
体
的
か
つ
詳
細
に
示 

さ
れ
ま
し
た
。

『典
座
教
訓
』

で
は
、
食

材

の

「
い
の
ち
」 

を
生
か
し
き
る
た
め
に
、
調
理
法
は
も
と
よ 

り
材
料
の
準
備
か
ら
保
管
に
至
る
ま
で
細
心 

の
心
遣
い
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
『赴 

粥
飯
法
』

に
は
、
感
謝
の
心
で
食
べ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
自
分
の
体
調
や
心
の 

状
熊
を
と
と
の
え
て
食
べ
る
よ
う
に
詳
細
な 

作
法
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

豊
か
な
食
物
に
恵
ま
れ
て
感
謝
の
気
持
ち 

が
薄
れ
た
私
た
ち
に
と
っ
て
、

ハ
ツ
と
さ
せ 

ら
れ
る
内
容
ば
か
り
で
す
。
例
え
ば
、
『
典 

座
教
訓
』
に
は
お
米
の
と
ぎ
方
に
つ
い
て
次 

の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
米
を
と
ぐ
と
き
は
、

お
米
の
な
か 

に
砂
が
混
じ
っ
て
い
な
い
か
を
よ
く
点
検 

し
、
砂
を
捨
て
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
そ 

の
中
に
米
が
混
じ
っ
て
い
な
い
か
に
気
を
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つ
け
な
さ
い
。

昼
食
の
お
米
を
水
に
浸
す
と
き
、
典
座 

は
流
し
場
の
そ
ば
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
 

注
意
深
く
お
米
を
見
て
い
て
、

一
粒
で
も 

う
つ
か
り
と
流
し
去
る
こ
と
の
な
い
よ
う 

に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

ま

た

『赴
粥
飯
法
』
に
は
、
そ
う
し
た
こ 

と
を
踏
ま
え
て
他
者
へ
配
慮
す
る
こ
と
の
重 

要
性
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

一
緒 

に
食
べ
て
い
る
人
を
不
快
に
さ
せ
な
い
た
め

の
細
心
の
心
遣
い
と
と
も
に
、
お
給
仕
を
す 

る

当

番(

浄
人)

の
心
配
り
に
ま
で
及
ん
で 

い
ま
す
。

ご
飯
を
か
み
な
が
ら
、
く
ち
ゃ
く
ち
ゃ 

と
汚
ら
し
い
音
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
 

歯
に
は
さ
ま
つ
た
も
の
を
取
る
場
合 

は
、

口
を
手
で
隠
し
て
し
な
さ
い
。
 

給
仕
を
す
る
と
き
に
は
、
汁
や
粥
な
ど 

で
修
行
僧
の
手
や
食
器
の
縁
を
汚
し
て
は 

い
け
な
い
。
汁
を
垂
ら
さ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
粥
な
ど
を
す

く
っ
た
ら
杓
子
を
二
〜 

三
回
上
下
し
、
し
ば
ら 

く
し
て
か
ら
よ
そ
い
な 

さ
い
。

ほ
ん
の
数
例
を
紹
介 

し
た
だ
け
で
す
が
、
な 

ぜ
そ
こ
ま
で
し
な
く
て 

は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ 

う
か
。
そ
れ
は
、
食
事 

と
い
う
営
み
が
動
物
や 

植

物

の

「
い
の
ち
を
い 

た
だ
く
」

こ
と
だ
か
ら 

で
す
。
仏
教
で
は
、
す 

べ
て
の
動
物
や
植
物
が 

人
間
と
同
じ
よ
う
に
か 

け

が

え

の

な

い

「
い
の 

ち
」
を
生
き
て
い
る
と 

考
え
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
 

人
間
が
生
き
る
た
め
に 

そ
れ
を
食
べ
な
く
て
は 

な
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、
食
材
と
な
っ 

た
動
植
物
の
「
い
の
ち
」
を
粗
末
に
し
な
い
た 

め
に
、
必
要
最
小
限
を
感
謝
し
て
い
た
だ
く 

こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て 

得
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
分
の
生
命
を
維 

持
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
他
の
た
め
に
活 

用
す
る
よ
う
に
心
が
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ 

ん
。
そ
れ
が
、
尊
い
生
命
を
私
た
ち
の
た
め
に 

提
供
し
て
く
れ
た
動
物
や
植
物
に
対
す
る
報 

い
方
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

4
、
食
べ
方
か
ら
生
き
方
を
考
え
る 

ふ
つ
う
食
事
に
は
、
空
腹
を
い
や
す
だ
け 

で
な
く
、
食
べ
る
楽
し
み
や
家
族
の
団
樂• 

仲
間
同
士
の
連
帯
感
を
高
め
る
働
き
等
、
さ 

ま
ざ
ま
な
働
き
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
け 

れ
ど
も
、
自
分
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に 

他

の

動
物
や

植
物
の
「
い
の
ち
」
を
食
べ
る 

の
で
す
か
ら
、
食
事
は
き
わ
め
て
厳
粛
な
営 

み
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
よ
う
。 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
典
座
教
訓
』 

や

『赴
粥
飯
法
』
は
、
単
な
る
マ
ナ
ー
や
作 

法
を
示
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
納
得
で
き 

ま
す
。

こ

の
こ

と

は

『赴
粥
飯
法
』

の

「
五 

つ
に
は
成
道
の
た
め
の
故
に
、
今
こ
の
食
を 

受
く
」
と

い
う
食
前
の
言
葉(

五
観
の
偈) 

か
ら
も
明
ら
か
で
す
。
食
べ
る
こ
と
を
通
し 

て
、
私

た
ち

は

自

分

の

「
い
の
ち
」

の
本
当 

の
姿
と
真
正
面
か
ら
向
き
あ
い
、
ど
の
よ
う 

に
生
き
る
ベ
き
か
を
真
剣
に
考
え
な
く
て
は 

な
り
ま
せ
ん
。

近
年
、
食
生
活
に
関
心
を
持
つ
人
が
増
え 

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
飽
食

社
会
や
高
齢
化
社
会
を
反
映
し
て
栄
養
学
的 

な
面
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
大
切
で 

す
が
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
他
の
生
命 

を
い
た
だ
い
て
生
き
て
い
る
私
た
ち
の
「
い 

の
ち
の
原
点
」

に
目
を
向
け
、
そ
こ
か
ら
積 

極

的

に

「
人
は
ど
の
よ
う
に
生
き
た
ら
よ
い 

か
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
こ
と
で
す
。
 

も
ち
ろ
ん
言
葉
だ
け
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
あ 

り
ま
せ
ん
。
私

た
ち

宗

門

人

は

「飽
食
の
時 

代
」
に
流
さ
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
 

人
一
人
の
生
活
を
通
し
て
示
す
こ
と
が
求
め 

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

佐

藤

達

全
(

さ

と

う

た

つ

ぜ

ん)

昭
和
二
十
三
年(

一
九
四
八)

群
馬
県
に 

生
ま
れ
る
。

昭
和
四
十
五
年
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
卒
業 

昭
和
五
十
一
年
駒
澤
大
学
大
学
院
博
士
課 

程
満
期
退
学

現
在 

育
英
短
期
大
学
教
授•

鶴
見
大
学
短 

期
大
学
部
講
師•

常
仙
寺
副
住
職
・
保
護
司 

主
な
著
書
『
道

元•

日
々
の
生
き
方
」(

大 

法
輪
閣)

、
『
典
座
教
訓
』(

教
育
社)

、
『
お 

台
所
で
見
つ
け
た
人
の
道
』(

曹
洞
宗
婦
人 

部)

、
『
い
の
ち
を
み
つ
め
る
』(

日
本
仏
教 

保
育
教
会)

、
『
食
経
』
『食
物
本
草
』(
共
著
・ 

明
徳
出
版
社)

、
 

『く
す
り•

自
然•

文
化
』 (
共 

著•

昭
和
薬
科
大
学)

、
『
中
国
食
文
化
字
典
』 

(

共

著-

角
川
書
店)

、
『
食
の
名
言
辞
典
』 

(

共
著•

東
京
書
籍)

、
『斉
民
要
術
』(

共
著
・
 

雄
山
閣)

な
ど
。
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食

に

対

し

て

思

う

と

こ

ろ

白

澤

雪

俊

曹
洞
宗
の
開
祖
で
あ
る
道
元
禅
師
は
、
 

「食
」
を
禅
僧
に
と
っ
て
大
切
な
修
行
と
示 

さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
料
理
を
作
る
側
も
頂
く 

側
も
同
じ
く
修
行
の
ひ
と
つ
と
し
て
伝
え
ら 

れ
、
そ
の
食
事
作
法
は
茶
懐
石
の
原
型
に
も 

な
っ
て
い
る
。

道

元

禅

師

が

著

さ

れ

た

『
典

座

教

訓

』 

の
中
に
こ
ん
な
一
節
が
あ
る
。

「衆
僧
に
供
養
す
る
が
故
に

典
座
と
い
う
」
と
。
 

こ
れ
は
台
所
に
立
つ
べ
き
和
尚(

典
座) 

の
心
構
え
に
つ
い
て
書
か
れ
た
一
部
分
で
あ 

る
。
僧
堂
に
お
い
て
修
行
す
る
僧(

食
べ
る 

側)

は
、
敬
い
の
心
を
持
っ
て
全
て
の
食
べ 

物
を
頂
戴
す
る
。
そ
の
結
果
、
典

座
(

作
る 

側)

は
食
べ
物
を
通
し
て
僧
た
ち
に
敬
わ
れ 

る
立
場
に
な
り
得
る
。
そ
こ
に
は
、
供
養
し 

て
い
る
と
同
時
に
供
養
さ
れ
て
い
る
と
い
う 

関
係
性
が
成
立
し
、
食
べ
て
も
ら
う
「相
手
」 

が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ 

の

「供
養
」
が
な
い
と
典
座
に
な
ら
な
い
。
 

私
は
、
何
か
と
忙
し
い
こ
の
現
代
社
会 

で
、
手
早
く
食
事
を
取
る
こ
と
が
で
き
る 

「
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
」
を
一
概
に
悪
い
と 

は
思
わ
な
い
。
忙
し
い
人
々
は
、

レ
ト
ル 

ト
商
品
や
パ
ッ
ク
詰
め
、

こ
れ
で
大
い
に
助 

か
っ
て
い
る
訳
だ
か
ら
。
し
か
し
、

こ
こ
で 

一
言
述
べ
さ
せ
て
頂
く
の
な
ら
ば
、
典
座
は 

食
べ
て
も
ら
う
僧
を
意
識
し
て
食
べ
物
を
作 

る
の
に
対
し
、
「
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
」

で 

は
消
費
者
の
最
大
公
約
数
的
ニ
ー
ズ
に
合
う

よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
性
質
上
、
製
品
は
画 

一
化
さ
れ
、
そ
の
食
べ
物
が
誰
の
為
に
作
ら 

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
「対
象
」
が
見
え
な 

い
と
こ
ろ
が
全
く
違
っ
て
い
る
。
 

我
々
は
衣
食
住
と
一
口
に
言
う
が
、

こ
の 

中

の

「食
」
が
な
け
れ
ば
生
き
て
は
い
け
な 

い
。
世
間
で
は
生
き
て
い
く
こ
と
を
別
に
例 

え
て
、
「
食
べ
て
い
く
」
、
「
食
べ
ら
れ
る
よ 

う
に
な
っ
た
」
と
よ
く
言
う
。
と
て
も
具
体 

的
な
こ
の
言
葉
こ
そ
が
「も
の
の
生
命
を
い 

た
だ
く
」
と
い
う
こ
と
に
繋
が
り
、
食
べ
物 

は

「
い
の
ち
」
そ
の
も
の
に
な
る
。
 

私
も
、
か
つ
て
安
居
修
行
中
に
典
座
寮 

(

寺
の
台
所)

へ
配
役
さ
れ
た
ひ
と
り
で
あ 

る
。
皆
初
め
の
う
ち
は
台
所
の
環
境
に
慣 

れ
な
い
せ
い
か
、
そ
の
配
役
を
嫌
が
る
大
が 

大
半
だ
っ
た
。
水
で
米
を
と
い
だ
こ
と
が
な 

い
、
芋
の
皮
を
剥
い
て
料
理
し
た
こ
と
が
今 

迄
た
ま
た
ま
未
体
験
で
あ
っ
た
か
ら
無
理
も 

な
い
。

し
か
し
、
「
食
」

に
対
し
て
本
気
に
な
る 

事
が
少
な
い
生
活
か
ら
一
転
、
「食
を
行
ず 

る
」

こ
と
に
身
を
投
げ
出
し
、
そ
の
労
苦
を 

感
じ
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
も
の 

の

「
い
の
ち
」

の
大
切
さ
を
体
得
出
来
る
。
 

そ
う
す
れ
ば
、

い
つ
の
頃
か
ら
か
わ
か
ら
な 

く
と
も
必
ず
食
べ
て
も
ら
う
大
へ
の
お
も
い 

や
り
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
 

修
行
道
場
と
家
庭
は
、
と

も

に

「人
を
つ 

く
る
」
と
い
う
共
通
項
に
お
い
て
非
常
に
良 

く
似
て
い
る
。
道
場
は
禅
僧
を
育
て
る
の
に

対
し
、
家
庭
の
役
目
は
親
と
子
の
大
格
を
形 

成
す
る
場
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

家
庭
を
仏
法
に
な
ら
う
と
言
う
の
で
あ 

る
な
ら
ば
、
男
性
が
台
所
に
立
つ
と
い
う
役 

割
を
果
た
し
、
女
性
に
家
事
の
責
任
を
押
し 

つ
け
な
い
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
ス
タ
イ
ル
に 

な
れ
ば
良
い
。
台
所
を
経
験
し
た
者
の
中
に 

は
、
今
で
も
家
庭
の
台
所
に
立
っ
て
料
理
さ 

れ
て
い
る
方
々
も
お
ら
れ
る
で
し
よ
う
し
、
 

そ
こ
に
は
き
っ
と
家
庭
の
喜
び
が
あ
る
こ
と 

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
食
前
食
後
の
挨
拶
も
子

ど
も
が
幼
い
う
ち
か
ら
親
が
教
え
る
べ
き
で 

あ
り
、
そ
の
親
も
ま
た
実
践
す
べ
き
だ
と
思 

う
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
声
を
出
し
て
食 

事
に
つ
く
こ
の
動
作
こ
そ
、
作
っ
て
く
れ
た 

方
へ
の
敬
意
と
な
り
、
食
教
育
の
第
一
歩
に 

な
る
と
考
え
る
。

今
こ
そ
、
現
代
大
が
忘
れ
か
け
て
い
る
「食 

の
い
の
ち
」

に
対
し
て
、
理
屈
で
は
な
く
意 

識
を
変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
日
々
台 

所
に
立
つ
一
大
の
僧
と
し
て
強
く
思
う
。

こ

れ

か

ら

の

精

進

料

理 

高

梨

尚

之

最
近
俄
に
精
進
料
理
が
注
目
さ
れ
て
い
ま 

す
。
私
は
、

こ
の
静
か
な
ブ
ー
ム
の
要
因
と 

し
て
、
主
に
次
の
二
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で 

き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

先
ず
一
つ
目
は
、
調
理
内
容
に
お
け
る
精 

進
料
理
へ
の
期
待
で
す
。
食
生
活
の
急
激
な 

欧
米
化
と
、
冷
凍
食
品
や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
等 

の
簡
易
食
品
へ
の
傾
倒
は
、
私
た
ち
の
身
体 

と
心
を
蝕
み
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
反
省
か 

ら
、
野
菜
を
豊
富
に
使
用
し
栄
養
的
に
優
れ
、
 

長
い
歴
史
の
中
で
工
夫
さ
れ
て
き
た
、
手
間 

を
惜
し
ま
な
い
精
進
料
理
が
見
直
さ
れ
て
い 

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

二
つ
目
は
、
寺
院
の
精
進
料
理
に
内
包 

さ
れ
る
食
理
念
へ
の
期
待
で
す
。
美
食
や 

飽
食
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る 

我
々
現
代
人
で
す
が
、
そ
こ
に
は
何
故
か
常 

に
満
た
さ
れ
な
い
不
安
が
つ
き
ま
と
っ
て
い 

ま
す
。
大
は
何
の
た
め
に
調
理
し
、
食
べ
る 

べ
き
な
の
か
、
宗
門
祖
師
方
の
金
訓
を
、
今 

こ
そ
衆
生
は
渇
望
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
よ
う
か
。

前
者
の
期
待
に
応
え
る
事
は
、
調
理
と
い 

う
い
わ
ば
特
殊
技
術
を
習
得
し
た
者
で
な
け 

れ
ば
す
ぐ
に
布
教
に
活
か
す
事
は
難
し
い
と 

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
後
者
の
期
待
に
応
え 

る
事
は
禅
僧
で
あ
れ
ば
そ
れ
程
難
し
く
無
い 

で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
調
理
面
と
思
想
面 

の
両
面
を
兼
ね
備
え
た
布
教
こ
そ
が
最
も
聞 

く
者
に
共
感
を
与
え
る
事
が
で
き
る
の
は
明 

ら
か
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
地
方
の
授
戒
会 

等
に
お
い
て
、
苦
労
し
な
が
ら
も
手
作
り
の 

料
理
が
供
さ
れ
、
そ
れ
に
呼
応
し
た
直
壇
の 

口
宣
が
な
さ
れ
た
時
の
、
戒
弟
さ
ん
の
法
喜 

禅
悦
の
様
子
か
ら
も
実
証
さ
れ
て
い
る
と
感 

じ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
実
際
に
は
地
方
で
法
会
を
催
す
際
、
 

典
座
寮
を
務
め
る
事
が
で
き
る
青
年
僧
、
あ 

る
い
は
自
ら
希
望
す
る
者
が
な
か
な
か
い
な 

い
と
い
う
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
僧
堂
安
居 

中
に
典
座
寮
に
配
役
さ
れ
る
者
は
少
な
く
な 

い
は
ず
な
の
で
す
が
、
や
は
り
調
理
は
そ
う
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簡
単
に
習
得
出
来
る
も
の
で
は
な
く
、
応
用 

が
で
き
る
レ
ベ
ル
ま
で
習
得
す
る
者
は
限
ら 

れ
て
い
る
の
が
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。
 

正
し
い
技
術
に
基
づ
い
て
丁
寧
に
調
理
し 

た
精
進
料
理
を
お
出
し
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど 

の

方

が

「精
進
料
理
っ
て
こ
ん
な
に
お
い
し 

か
っ
た
ん
で
す
か
」
と
驚
か
れ
ま
す
。
今
ま 

で
そ
う
感
じ
る
機
会
が
な
か
っ
た
と
い
う
事 

で
あ
り
、
非
常
に
残
念
な
事
だ
と
思
い
ま
す
。
 

こ
れ
は
私
見
で
す
が
、
「
味
の
良
し
悪
し
は 

別
と
し
て
、
修
行
僧
が
心
を
込
め
て
作
っ
た 

物
で
す
か
ら
あ
り
が
た
く
頂
き
ま
し
よ
う
」
、
 

と
い
う
従
来
の
方
法
論
は
い
ず
れ
通
用
し
な 

く
な
る
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
食
材
一
つ
一 

つ
の
い
の
ち
を
頂
い
て
調
理
す
る
以
上
、
 

無 

駄
を
無
く
し
、
素
材
の
持
ち
味
を
活
か
し
て 

よ
り
美
味
し
く
仕
上
げ
よ
う
と
す
る
工
夫
と 

努
力
が
、
台
所
で
の
不
殺
生
、
即
ち
精
進
と 

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
 

教
化
に
は
様
々
な
切
り
口
が
あ
る
と
思
い 

ま
す
が
、
食
を
話
題
に
し
た
布
教
は
、
生
活 

に
密
着
し
た
題
材
だ
け
に
、
比
較
的
理
解
し 

や
す
く
効
果
的
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
 

そ
の
た
め
に
は
、
典
座
の
技
術
面
と
、
布 

教
教
化
の
方
法
論
の
両
面
を
参
究
し
て
い
く 

必
要
が
あ
ろ
う
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。 

し
か
し
机
上
で
言
説
を
打
す
の
は
簡
単
な 

が
ら
、
『
典
座
教
訓
』

の
実
践
は
現
場
で
は 

非
常
な
る
手
間
と
労
力
を
必
要
と
し
ま
す
。
 

例
え
ば
、
会
議
の
席
上
で
煎
茶
が
急
須
か
ら 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
が
如 

く
、
何
事
に
も
手
間
を
避
け
る
風
潮
に
あ
る 

現
代
に
、

い
か
に
し
て
そ
の
命
脈
を
保
っ
て 

い
く
か
を
模
索
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
 

諸
大
徳
老
師
各
位
の
御
高
見
を
頂
戴
す
る 

事
が
出
来
れ
ば
幸
い
で
す
。

白
澤 

雪

俊
(

し
ら
さ
わ 

せ
つ
し
ゅ
ん)

昭
和
四
十
五
年
、
青
森
県
弘
前
市
生
ま 

れ
。
 

あ
ん
こ 

十
八
歳
で
永
平
寺
別
院
に
安
居
修
行
し 

な
が
ら
、
駒
澤
短
期
大
学(

仏
教
科) 

に
学
ぶ
。

卒
業
後
一
年
間
東
京
都
港
区
の
青
松
寺 

に

随
身(

住
職
に
お
仕
え
し
、
学
ぶ
小 

僧)

と
し
て
過
ご
し
た
後
、
福
井
県
曹 

洞
宗
大
本
山
永
平
寺
に
て
、
七
年
間
安 

居
修
行
を
す
る
。
こ
の
七
年
間
の
中
約 

三
年
間
を
典
座
寮
に
配
役
さ
れ
る
。
 

現
在
、
青
森
県
普
門
院
副
住
職
と
し
て 

師
匠
を
補
佐
す
る
。

『身
体
に
や
さ
し
い
料
理
を
つ
く
ろ
う
』 

著

者

佐

藤

達

全
•

白
澤
雪
俊 

出
版
社
ニ
ュ
ー
ト
ン
プ
レ
ス 

価

格
 
2

、2
0
0
円

高

梨

尚

之
(

た
か
な
し
し
ょ
う
し)

昭
和
四
十
七
年
、群
馬
県
利
根
村
生
ま
れ
。
 

駒
澤
大
学
禅
学
科
に
学
び
、
平
成
七
年 

よ
り
十
年
ま
で
大
本
山
永
平
寺
に
安
居
。
 

送
行
後
、
群
馬
県
利
根
村
永
福
寺
住
職 

を
拝
命
。

平
成
十
三
年
七
月
よ
り
、
大
本
山
永
平 

寺
東
京
別
院
長
谷
寺
副
典
座
を
務
め
る
。
 

現
在
産
経
新
聞
の
料
理
面
に
て
隔
週 

金
曜
日
、
『
古
今
東
西
精
進
料
理
』
を 

依
頼
に
よ
っ
て
講
演
、
実
技
指
導
、
料 

理
教
室
等
で
も
活
躍
し
て
い
る
。
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
典
座
ネ
ッ
ト
〜
禅
と 

精
進
料
理 s

h
t
t
p
<

 ヽW
W
W
*  t

e
n
z
o
,  n

e
t  

ヽ

七4
ハ0
隼
受
け
継
が
」
 

健
康
の
智
慈3
家
廉

野
義
米
を 

人
の
目
の
ま
に 

奇

盆

い

窜

い

。 

一
鉢
に
森
羅
万
系

に
の
飛

立
松
和
平

『永
平
寺
の
精
進
料
理
』 

監

修

大

本

山

永

平

寺

〔調
理
高
梨
尚
之
〕
 

出
版
社
学
習
研
究
社 

価

格

2
、5
0
0
円+

税

精
進
料
理
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
で
、
実
際
に
そ
の
調
理
に
携
わ
る
立
場
か 

ら
書
か
れ
た
の
が
こ
の
二
冊
。
精
進
料
理
を
作
る
こ
と
か
ら
得
た
智
慧
が
余
す 

と
こ
ろ
無
く
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
調
理
法
も
わ
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
お 

り
ま
す
。
精
進
料
理
と
は
何
か
、
そ
の
真
髄
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
格
好
の 

書
物
で
す
。

春は花夏はと > ぎす秋は冃 

冬雪さえてすぐ1カ、りけり

地震が怖い…

大本山永平寺御用達

材木店
ホームサービス
ウッドワークス

〒91（M142福井県吉田郡松岡町兼定島
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現代と宗教

幸■「駒澤大学高等学校の取り組み

駒澤大学高等学校所在地

〒158 - 8577東京都世田谷区上用賀1-17-12

TEL 03 - 3700 - 6131 FAX 03 - 3707 - 5689
ホームページアドレス http://www.komazawa.net/

沿

革

駒
澤
大
学
高
等
学
校
は
、
駒
澤
大
学
の 

大
学
予
科
廃
止
の
後
を
受
け
て
、
昭
和
二
三 

年
四
月
新
制
高
等
学
校
と
し
て
発
足
。

昭 

和
四
一
年
九
月
、
現
在
の
用
賀
の
地
に
新
校 

舎
を
建
設
し
移
転
。

平
成
七
年
度
よ
り
男 

女
共
学
を
実
施
。
開
校
五
五
年
、
同
窓
生
数 

二
万
二
千
大
、
現
在
の
生
徒
数
、
千
四
百
二
十 

名
、
教
職
員
九
四
名
の
陣
容
を
も
っ
て
教
育 

の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

教
育
理
念

駒

澤

大

学

は

「行
学
一
如
」
を
建
学
の
精 

神
と
し
て
い
ま
す
が
、
付
属
校
で
あ
る
本
校 

も
ま
た
、
こ
れ
に
準
拠
し
て
い
ま
す
。
「行
」 

は
大
の
日
々
の
生
き
る
営
み
の
こ
と
で
あ 

り
、
「
学
」

は
学
道
で
す
。
生
き
る
と
い
う 

営
み
は
、
学
業
の
継
続
で
あ
り
、
修
学
そ
の 

も
の
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
を 

教
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
本
領
と
し
て
、
倫 

理
徳
目
で
あ
る
信•

誠
•

敬
・
愛
の
具
現
に 

努
め
て
い
ま
す
。

こ
の
精
神
が
本
校
の
教
育 

活
動
の
指
針
と
な
っ
て
い
ま
す
。

各
教
室
に
は
正
面
右
側
に
「坐
禅
の
心
得
」 

と
し
て『

調
身
、
調
息
、
調
心
』

の
額
が
、
そ
の
左
側
に
は
「行
学
の
心
得
」 

と
し
て

一
、
気
力
を
旺
盛
に
し
、
集
中
力
を
高
め
よ
う 

二
、
目
標
を
定
め
、
日
々
時
々
の
努
力
を
続
け

よ
う

三
、
自
ら
を
信
じ
、
自
ら
を
厳
し
く
律
し
よ
う 

四
、
師
友
を
敬
愛
し
、
礼
儀
を
正
し
く
し
よ
う 

の
額
が
掲
げ
ら
れ
、
仏
教
の
教
え
及
び
曹
洞

宗
の
教
義
と
坐
禅
実
習
を
も
っ
て
、
「
自
己 

を
磨
き
、
人
の
た
め
に
尽
く
す
」
と
い
う
真 

の
大
間
形
成
を
目
的
と
し
た
宗
教
教
育
が
な 

さ
れ
て
い
ま
す
。

宗
教
教
育
と
行
事

本
校
で
は
、
登
下
校
時
の
校
門
で
の
拝
礼 

と
、
昼
食
時
に
食
事
訓
と
し
て
『
五
観
の
偈
』 

の
唱
和
を
実
践
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
祝
祷 

法
要
、
三
仏
忌
、
両
祖
忌
、
降
誕
会
等
、
年 

十
二
回
全
校
生
徒
一
同
に
『般
若
心
経
』
を 

読
誦
し
、
法
要
を
営
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
か 

ら
、
臘
八
摂
心
会
で
は
、
連
日
七
百
名
が
参 

加
し
、
五
百
名
を
越
え
る
生
徒
が
皆
勤
し
て 

い

ま

す(

右
写
真
参
照)

。

宗
教
科
の
授
業
内
容

各

学

年

週

一

時

間(

一
単
位)

「
仏
教
」 

を
設
定
し
、
教

科

書

と

し

て

『
仏

教

概

論

，
 

わ
か
り
や
す
い
仏
教
—
』(

曹
洞
宗
宗
務
庁 

発
行)

を
用
い
、
副
教
材
に
本
校
で
編
集
し 

た

『
仏
教
行
事
の
解
説
』
を
使
用
し
て
い
ま 

す
。
授
業
は
、
正
座
、
黙

想

に

始

ま

り

『般 

若
心
経
』
を
読
誦
し
て
か
ら
授
業
に
入
り
ま 

す
。年

間
の
授
業
計
画
は
、

一
年
次
一
学
期
に 

導
入
と
し
て
「な
ぜ
宗
教
を
学
ぶ
の
か
」
「仏 

教
と
は
何
か
」
を
説
明
し
、
「本
校
の
教
育
理 

念
」

「行
学
の
心
得
の
説
明
」

「
『
五
観
の
偈
』 

の
説
明
」
「
『般
若
心
経
』
の
読
誦
法
と
そ
の
大 

意
」
等
を
学
習
す
る
こ
と
で
、
本
校
の
宗
教 

教
育
の
理
解
を
計
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
 

世
界
の
諸
宗
教
を
学
び
ま
す
。

二
学
期
に
入 

り
、
お
盆
、
彼
岸
と
い
っ
た
仏
教
行
事
の
謂 

れ
、
供
養
の
意
義
に
つ
い
て
学
び
、
釈
尊
の 

生
涯
と
そ
の
教
え
を
学
習
し
ま
す
。
三
学
期 

は
釈
尊
滅
後
の
仏
教
の
伝
播
、
中
国
に
お
け 

る
禅
宗
の
展
開
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
ま
た
、
 

学
期
毎
に
坐
禅
実
習
を
取
り
入
れ
、
誰
も
が 

『
五
観
の
偈
』
を
唱
え
、
『般
若
心
経
』
を
読
誦 

し
、
坐
禅
の
作
法
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き 

る
よ
う
に
教
授
し
て
い
ま
す
。

二
年
次
は
、
日
本
仏
教
の
流
れ
を
学
び
、
 

両
祖
の
生
涯
、
教
え
を
重
点
に
授
業
を
展
開 

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
永

平

寺•

總
持
寺
で 

の
本
山
研
修
参
拝
を
実
施
し
、
修
行
道
場
の 

雰
囲
気
を
肌
で
感
じ
さ
せ
て
い
ま
す
。
 

三
年
次
は
坐
禅
実
習
を
基
調
に
、
隔
週
お 

き
の
参
禅
や
、
毎
時
間
の
参
禅
提
唱
を
実
施
、
 

講
義

内
容
と

し
て

『般
若
心
経
』
や

『
修
証
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儀
』
『
学
道
用
心
集
』
な
ど
を
取
り
上
げ
、
 

仏
祖
の
心
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
。
 

総
合
学
習
で
は
、
宗

教

科

と

し

て

「仏
教 

概
論
」

「
仏
教
専
修
」

の
二
つ
を
開
設
、

三 

〇
名
が
履
修
し
て
い
ま
す
が
、
宗
教
全
般
、
 

釈
尊
の
生
涯
、
教
典
、
仏
像
、
文
化
、
坐
禅 

等
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
マ
を
設
定
さ
せ
、
自
発 

的
に
問
題
解
決
を
図
ら
せ
て
い
ま
す
。

現
状
と
課
題

本
校
生
徒
は
宗
教
に
対
す
る
意
識
が
皆 

無
に
等
し
い
状
態
で
入
学
し
て
き
ま
す
。
各 

家
庭
に
は
仏
壇
も
な
け
れ
ば
、
法
事
や
季 

節
の
お
墓
参
り
の
経
験
さ
え
な
い
生
徒
も
い 

ま
す
。
た
だ
、
初
詣
の
経
験
や
、
受
験
時
に

手
に
し
た
学
業
成
就
の
お
守 

り
程
度
で
、
宗
教
に
対
し
て 

誤
っ
た
先
入
観
を
持
つ
者
が 

多
く
、
「
カ
ミ
」
や

「仏
」
は
、
 

縁
の
遠
い
存
在
と
な
っ
て
い 

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
本 

校
で

の

宗

教

教

育
を

通

じ 

て
、
ま
ず
知
識
と
し
て
学
習 

す
る
こ
と
に
よ
り
徐
々
に
宗 

教
を
自
分
自
身
の
問
題
と
し 

て
と
ら
え
、
命
の
尊
さ
と
、
 

他
人
に
対
し
て
思
い
や
り
の
心
が
芽
生
え
る 

よ
う
に
な
り
ま
す
。
中

に

は

「仏
教
の
教
え 

に
共
感
で
き
た
」
と
か
、
「仏
教
を
学
ん
で
良 

か
っ
た
」
と
口
を
揃
え
て
言
っ
て
く
れ
る
生 

徒
が
い
ま
す
。
ま
た
、
『
坐
禅
は
習
禅
に
あ 

ら
ず
』
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
摂
心
皆
勤
者
や 

三
年
生
に
も
な
る
と
、
そ
の
坐
相
は
実
に
す 

ば
ら
し
い
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を 

実
感
で
き
ま
す
。
今
の
教
育
に
欠
け
て
い
る 

宗
教
教
育
の
重
要
性
が
こ
の
現
場
を
通
じ
て 

痛
感
で
き
ま
す
。

仏
教
専
修
科
の
活
動(

僧
侶
養
成) 

曹
洞
宗
教
育
規
程
高
等
学
校
仏
教
専
修
科 

の
課
程
に
基
づ
い
た
、
僧
侶
養
成
の
た
め
の 

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
活
動
内
容
は
、
早 

朝
坐
禅
会
を
は
じ
め
、
法
式
進
退
等
、
基
本 

作
法
の
研
修
、
宗
務
庁
主
催
の
特
殊
安
居
修 

行
。
そ
の
他
、
祖
蹟
巡
拝
や
精
進
料
理
実
習
、
 

歳
末
助
け
合
い
の
托
鉢
な
ど
が
あ
り
、
日
 々

僧
侶
と
し
て
大
切
な
行
持
を
綿
密
に
修
め
て

本校正面玄関を上から見る

し
ま
す

本
校
で
は
、
他
の
部
活
動
と
の
掛
け
持
ち 

を
認
め
ず
、
週
四
日
放
課
後
に
活
動
日
を
設

け
、
朝
課
、
晩
課
を
中
心
と
し
た
法
式
を
徹 

底
し
て
修
め
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
ま
た
、
 

夏
季
休
暇
中
に
実
施
す
る
祖
蹟
巡
拝
は
、
両 

祖
の
祖
蹟
地
を
中
心
に
京
都
方
面
と
、
北
陸 

方
面
の
ニ
コ
ー
ス
、
そ
れ
に
良
寛
禅
師
の
祖 

蹟
地
を
巡
る
新
潟
方
面
を
設
け
、
順
次
三
年 

間
か
け
て
拝
登
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
道
元 

禅
師
中
国
求
法
の
地
を
訪
ね
る
天
童
寺
祖
蹟 

拝

登
(

上
写
真
参
照)

を
三
年
に
一
度
、
駒 

大
付
属
三
校
合
同
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
 

現
在
、
仏
教
専
修
科
生
は
二
〇
名
在
籍
し
、
 

厳
し
さ
の
中
に
も
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気 

で
、
修
学
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
全
員
が
駒 

澤
大
学
に
進
学
す
る
こ
と
で
、
付
属
校
と
し 

て
の
特
性
を
活
か
し
た
活
動
、
つ
ま
り
高
校. 

大
学
そ
し
て
本
山
僧
堂
と
、
継
続
性
の
あ
る 

僧
侶
養
成
に
寄
与
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て 

い
ま
す
。

(

文

責

鈴

木

純

行)

宗

教

科

教

諭

主

任 

朝

内
 

賢

光
 

鈴

木

純

行
 

加

藤

寛

隆
 

渡

部

正

英
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基
本
的
人
権(4)$
知
る
権
利

は
じ
め
に

前
々
回
ま
で
は
、
日
本
国
憲
法
が
保 

障
す
る
基
本
的
人
権
の
中
で
も
重
要
な 

地
位
を

占
め
て

い
る
「表
現
の
自
由
」 

や
表
現
の
自
由
が
問
題
と
な
っ
た
い
わ 

ゆ

る

『
メ
デ
ィ
ア
規
制
関
連
法
案
』
に 

つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
。
本
来
、
表 

現
の
自
由
は
、
思

想
や

情

報
を

「発
信 

す
る
」
権
利
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま 

し
た
が
、
近
年
の
情
報
化
社
会
の
進
展 

に
伴
い
、
情

報

を

「受
け
取
る
」
側
の 

権

利
(

知
る
権
利)

と
し
て
考
え
る
必 

要
性
が
生
じ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
今 

回
は
、
し
ば
し
ば
マ
ス
メ
デ
イ
ア
に
も 

取
り

上
げ
ら

れ

る

「知
る
権
利
」
に
つ 

い
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

知
る
権
利
と
は

表
現
の
自
由
は
、
思
想
や
情
報
を
発 

表
し
伝
達
す
る
自
由
を
意
味
し
て
き
ま 

し
た
が
、
情
報
化
の
進
ん
だ
現
代
社
会 

で
は
、
そ
の
観
念
を
情
報
の
受
け
手
の 

側

の
「
知
る
権

利
」
と
い
う
観
点
を
加 

味
し
て
再
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く 

な
り
ま
し
た
。

表
現
の
自
由
は
、
情
報
を
伝
達
す
る 

自
由
の
こ
と
で
す
か
ら
、
本
来
受
け
手 

の
存
在
を
前
提
に
し
て
お
り
、
知
る
権 

利
を
保
障
す
る
意
味
も
本
来
的
に
含
ま 

れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
十
九
世 

紀
の
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
受
け
手

の
自
由
を
特
に
問
題
に
す
る
必
要
は
あ 

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
十 

世

紀

に

な

る

と

、
社
会

的

に

大
き

な 

影
響
力
を
持
つ
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
発
達 

し
、
そ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
大
量
の 

情
報
が
一
方
的
に
流
さ
れ
、
情
報
の
送 

り
手
で
あ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
情
報
の 

受
け
手
で
あ
る
一
般
国
民
と
の
分
離
が 

顕
著
に
な
り
ま
じ
た
。
し
か
も
、
情
報 

そ
の
も
の
が
社
会
生
活
に
お
い
て
も
つ 

意
義
も
飛
躍
的
に
増
大
し
ま
し
た
。
 

そ
こ
で
、
表
現
の
自
由
を
一
般
国
民 

の
側
か
ら
再
構
成
し
、
表
現
の
受
け
手 

の

自

由(

聞

く

自

由

、
読

む

自

由

、
見 

る
自
由)

を
保
障
す
る
た
め
、
そ
れ
を 

「
知
る
権
利
」
と
捉
え
る
こ
と
が
必
要 

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

知
る
権
利
の
法
的
な
性
格
に
つ
い
て 

は
、
表
現
の
自
由
の
一
形
態
で
す
の
で
、
 

国
家
の
干
渉
を
排
除
す
る
「
国
家
か
ら 

の
自
由
」
と
い
う
伝
統
的
な
自
由
権
と 

し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
ま
す
が
、
そ 

れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
参
政
権(

国
家
へ
の 

自
由)

的
な
役
割
を
演
じ
ま
す
。
個
大
は 

さ
ま
ざ
ま
な
事
実
や
意
見
を
知
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
政
治
に
有
効
に 

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
 

さ
ら
に
、
知
る
権
利
は
、
積
極
的
に
政
府 

情
報
等
の
公
開
を
要
求
す
る
こ
と
の
で 

き
る
権
利
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
国
家 

の
施
策
を
求
め
る
国
務
請
求
権
な
い
し 

社
会
権(

国
家
に
よ
る
自
由)

と
し
て
の

性
格
を
も
有
す
る
点
に
大 

き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
に
政
府
情
報
に 

個
人
が
自
由
に
ア
ク
セ
ス 

で
き
る
状
態
に
あ
る
こ
と 

は
、
行
政
運
営
の
公
正
さ 

と
透
明
性
の
確
保
、
政
治 

的
政
策
形
成
へ
の
参
加
に 

と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
の 

み
な
ら
ず
、
個
大
の
権
利 

利
益
の
救
済
、
個
人
の
自 

己
実
現
の
確
保
、
真
実
へ 

の
到
達
に
と
っ
て
重
要
な 

意
味
を
有
し
て
い
ま
す
。

情
報
公
開
法

情

報

の

受
け

手

の

「知 

る
権
利
」
と
い
う
考
え
方 

が
発
達
し
定
着
す
る
に
伴
い
、
個
大
の 

行
政
機
関
に
対
す
る
情
報
公
開
の
要 

請
の
意
識
も
強
く
な
り
、
情
報
公
開
条 

例
を
制
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
も 

年
々
増
加
し
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、

国
の
法
律
に
お
い
て
も
、
 

平
成
十
一
年
五
月
十
四
日
、
「
情
報
公 

開
法
」(

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の 

公
開
に
関
す
る
法
律)

が
制
定
さ
れ
ま 

し
た
。

こ
の
法
律
の
目
的
は
、
第
一
条 

に
お
い
て
、

「
こ
の
法
律
は
、
国
民
主 

権
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
行
政
文
書
の 

開
示
を
請
求
す
る
権
利
に
つ
き
定
め
る 

こ
と
等
に
よ
り
、
行
政
機
関
の
保
有
す

る
情
報
の
一
層
の
公
開
を
図
り
、
も
つ 

て
政
府
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を
国
民 

に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ
う 

に
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
的
確
な
理 

解
と
批
判
の
下
に
あ
る
公
正
で
民
主
的 

な
行
政
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的 

と
す
る
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
国
が
持
つ
行 

政
文
書
が
請
求
に
応
じ
て
公
開
さ
れ
る 

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
開
示
請
求
の 

対
象
と
な
る
の
は
、

フ
ァ
イ
ル
形
式
で 

二
七
五
〇
万
件
の
行
政
文
書
で
あ
り
、
 

法
律
施
行
当
初
は
、
機
密
費
詐
欺
事
件 

で
公
金
の
ず
さ
ん
な
処
理
が
明
る
み
に
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出
た
外
務
省
な
ど
に
、
市
民
団
体
の
メ 

ン
バ
ー
ら
が
訪
れ
ま
し
た
。
請
求
に
対 

す
る
開
示
、
不
開
示
の
決
定
は
原
則
と 

し
て
三
十
日
以
内(

最
長
六
十
日
以
内) 

に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
情 

報
公
開
法
に
よ
り
、
明
治
時
代
に
官
庁 

制
度
が
成
立
し
て
以
来
は
じ
め
て
、
国 

民
の
求
め
に
対
し
て
情
報
を
公
開
す
る 

か
、
公
開
で
き
な
い
と
き
は
そ
の
理
由 

を
説
明
す
る
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
 

自
ら
が
保
有
す
る
文
書
名
を
原
則
と
し 

て
す
べ
て
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く 

な
り
ま
し
た
。

ア
ク
セ
ス
権

知
る
権
利
と

関
連
し
て

、

マ
ス
メ 

デ

ィ

ア

に

対

す

る

「
ア
ク
セ
ス
権
」
が 

主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ア
ク 

セ
ス
権
と
は
近
づ
く 
(

接
近
す
る)

権 

利
と
い
う
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
合 

に
用
い
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
政
府
情 

報
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
と
は
、
政
府
情
報 

の
公
開
請
求
権
を
意
味
し
ま
す
の
で
、
 

そ
の
場
合
は
知
る
権
利
と
同
じ
意
味 

に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
ア
ク
セ
ス
権
と 

は
、

一
般
に
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
対
す 

る
知
る
権
利
、

つ
ま
り
、
情
報
の
受
け 

手
で
あ
る
一
般
国
民
が
、
情
報
の
送
り 

手
で
あ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
、
 

自
己
の
意
見
の
発
表
の
場
を
提
供
す
る 

こ
と
を
要
求
す
る
権
利(

具
体
的
に
は
、
 

意
見
広
告
や
反
論
記
事
の
掲
載
、
紙
面• 

番
組
へ
の
参
加
な
ど)

の
意
味
に
使
わ 

れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
 

し
か
し
、
本
来
憲
法
で
保
障
さ
れ
る

基
本
的
人
権
は
、
国
家
と
個
人
と
の
間 

の
権
利
関
係
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
も 

の
で
す
の
で
、
私
企
業
の
形
態
を
と
っ 

て
い
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
個
人 

か
ら
の
具
体
的
な
ア
ク
セ
ス
権
を
憲
法 

か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
、
そ 

れ
が
具
体
的
権
利
と
な
る
た
め
に
は
、
 

特
別
の
法
律
が
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な 

り
ま
せ
ん
。
そ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
る 

と
し
て
、
報
道
機
関
の
編
集
の
自
由
を 

侵
害
せ
ず
、
ま
た
、
批
判
的
記
事
を
差 

し
控
え
る
萎
縮
的
効
果
を
及
ぼ
さ
な
い 

よ
う
な
内
容
の
も
の
と
な
り
う
る
か
に 

問
題
が
あ
り
ま
す
。

(

サ
ン
ケ
イ
新
聞
事
件)

マ
ス
メ
デ
イ
ア
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス 

権
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
。
自
民
党
が 

サ
ン
ケ
イ
新
聞
に
掲
載
し
た
意
見
広
告 

の
内
容
が
共
産
党
の
名
誉
を
毀
損
し
た 

と
し
て
、
共
産
党
が
同
じ
ス
ペ
ー
ス
の 

反
論
文
を
無
料
か
つ
無
修
正
で
掲
載
す 

る
こ
と
を
要
求
し
た
。
最
高
裁
は
、

こ 

の
よ
う
な
反
論
権
の
制
度
は
、

「
名
誉 

あ
る
い
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
資 

す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
否
定
し
が 

た
い
が
、
新
聞
を
発
行•

販
売
す
る
者 

に
と
っ
て
は
、
紙
面
を
割
か
な
け
れ
ば 

な
ら
な
く
な
る
な
ど
の
負
担
を
強
い
ら 

れ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ

ら
の
負
担
が
、
批
判
的
記 

事
、

こ
と
に
公
的
事
項
に 

関
す
る
批
判
的
記
事
の
掲 

載
を
躊
躇
さ
せ
、
憲
法
の 

保
障
す
る
表
現
の
自
由
を 

間
接
的
に
侵
す
危
険
に
つ 

な
が
る
お
そ
れ
も
多
分
に 

存
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
 

反
論
権
の
制
度
は
、
民
主 

主
義
社
会
に
お
い
て
極
め 

て
重
要
な
意
味
を
持
つ
新 

聞
等
の
表
現
の
自
由
に
重 

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の 

で
あ
っ
て
、
サ
ン
ケ
イ
新 

聞
な
ど
の
日
刊
全
国
紙
に 

よ
る
情
報
の
提
供
が
一
般 

国
民
に
対
し
強
い
影
響
力 

を
も
ち
、
そ
の
記
事
が
特 

定
の
者
の
名
誉
な
い
し
プ 

ラ
イ
バ
シ
ー
に
重
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
 

名
誉
が
毀
損
さ
れ
不
法
行
為
が
成
立 

す
る
場
合
は
別
論
と
し
て
、
具
体
的
な 

成
文
法
の
根
拠
が
な
い
限
り
、
反
論
権 

を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
旨
を
説 

き
、
本
件
の
場
合
は
、
政
党
間
の
批
判
・
 

論
評
と
し
て
、

公
共
の
利
害
に
関
す 

る
事
実
に
か
か
り
、
そ
の
目
的
が
も
っ 

ぱ
ら
公
益
を
図
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 

不
法
行
為
は
成
立
し
な
い
、
と
判
示
し 

ま

し

た
(

最
高
裁
昭
和
六
十
二
年
四
月 

二
十
四
日
判
決)

最
後
に

情
報
化
社
会
の
進
展
に
伴
い
、
お
び 

た
だ
し
い
量
の
情
報
が
氾
濫
す
る
一
方 

で
、
個
人
に
必
要
な
情
報
は
権
力
ま
た 

は
資
金
を
持
つ
も
の
に
集
中
す
る
傾
向 

が
進
ん
で
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状 

況
に
お
い
て
情
報
の
受
け
手
で
あ
る
国 

民

の

「知
る
権
利
」
が
重
要
性
を
増
し 

て
き
た
こ
と
は
必
然
で
あ
り
ま
し
よ 

う
。

マ
ス
メ
デ
イ
ア
な
ど
で
し
ば
し
ば 

目
に
す

る
「知
る
権
利
」
「情
報
公
開
」 

に
つ
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ 

る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
け
た 

ら
と
思
い
ま
す
。

〈
参
考
文
献
〉

芦
部
信
喜
『憲
法
新
版
』(

岩
波
書
店) 

文
-

見
野
彰
信

早
稲
田
大
学
法
学
部
卒
。
民

事•

刑

事•

家
事
な 

ど
法
律
問
題
一
般
を
扱
う
。
野
田
信
彦
法
律
事
務 

所
(

札
幌
市)

所
属
。
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全
曹
青
情
報
局

三
〇
周
年
記
念
事
業
か
わ
ら
版

♦

三
〇
周
年
記
念
事
業
に
向
け
て

生
死
を

明
ら

め
る

三

〇

周

年

記

念

事

業

実

行

委

員

長

阿

部

光

裕

「咲
い
た
花
を
見
る
な
ら
ば
、
咲
か
せ
た
根
っ 

子
の
恩
を
知
れ
」

こ
れ
は
、
私
が
副
住
職
を
務
め
さ
せ
て
い 

た
だ
い
て
い
る
お
寺
の
お
檀
家
さ
ん
が
口
癖 

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。
 

そ
の
方
は
、
何
事
に
つ
け
情
熱
的
に
や
り 

遂
げ
よ
う
と
す
る
人
で
す
。
ど
う
し
た
ら
、
 

そ
こ
ま
で
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
く
ら 

い
、

い
つ
も
必
死
に
生
き
て
い
ま
す
。
神
仏 

へ
の
信
仰
も
篤
く
、
十
数
年
前
お
寺
で
授
戒 

会
を
修
行
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
も 

檀
信
徒
の
牽
引
役
で
し
た
。

そ
の
方
は
、

二
十
年
前
に
自
分
の
子
供 

を
亡
く
し
ま
し
た
。
子
供
は
ま
だ
、
三
十
三 

歳
の
若
者
で
し
た
。
そ
の
若
者
に
住
職
は
院 

号
を
授
け
ま
し
た
。
住
職
は
多
額
の
寄
進
が 

あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
簡
単
に
院
号
を
授 

け
た
り
し
な
い
住
職
な
の
で
す
が
、
お
そ
ら 

く
そ
の
方
が
必
ず
信
仰
に
目
覚
め
て
生
き
て 

い
く
と
確
信
し
た
の
で
し
ょ
う
。
「龍
光
院
」 

と
名
づ
け
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
そ
の
方
は
、
 

仕
事
も
生
活
も
す
ベ
て
子
供
を
亡
く
し
た
悲

し
み
を
乗
り
越
え
る
よ
う
に
強
く
た
く
ま
し 

く
生
き
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
龍 

が
目
を
光
ら
せ
空
を
泳
ぐ
様
に
似
て
、
他
を 

圧
倒
す
る
ほ
ど
で
し
た
。

そ
の
方
は
確
か
に
子
供
の
死
に
直
面
し
て 

「
無
常
」
を
感
じ
、
自

ら

の

「生
老
病
死
」 

を
み
つ
め
て
自
分
の
生
き
方
を
見
出
し
た
の 

で
し
よ
う
。

〜
咲
い
た
花
を
見
る
な
ら
ば
、
咲
か
せ
た 

根
っ
子
の
恩
を
知
れ
〜

そ
の
方
は
言
い
ま
す
。
「
私
の
根
っ
子
は 

先
祖
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
子
供
も 

間
違
い
な
く
、
私
の
根
っ
子
で
す
。
あ
の
悲 

し
み
が
あ
っ
た
か
ら
私
は
人
と
し
て
い
ろ
ん 

な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
、
 

そ
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
頑
張
っ
て
生
き
て 

い
る
の
で
す
。
」
奥
さ
ん
と
も
ど
も
信
仰
に 

生
き
る
姿
は
ま
さ
に
檀
信
徒
の
鑑
で
す
。
 

さ
て
、
僧
侶
で
あ
る
私
自
身
は
ど
う
で 

し
よ
う
。
自
ら
が
無
常
を
感
じ
菩
提
心
に
目 

覚
め
菩
薩
行
に
生
き
る
こ
と
を
人
々
に
説
く 

身
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
本
当
に
自
分

の
「生
老
病
死
」
を
見
つ
め
て
い
る
の
で
し
ょ 

う
か
。
そ

し

て

人

々

の

「生
老
病
死
」

に
寄 

り
添
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
し
よ
う
か
。
 

「
世
は
実
に
危
脆
な
り
、
牢
強
な
る
者
な 

し
」
と
唱
え
な
が
ら
も
、
自
分
の
命
の
危
う 

さ
を
こ
の
身
に
感
じ
ず
に
生
き
て
は
い
な
い 

で
し
よ
う
か
。
た
っ
た
一
度
の
人
生
だ
と
い 

う
こ
と
を
真
剣
に
受
け
止
め
て
生
き
て
い
る 

の
で
し
よ
う
か
。

そ
ん
な
思
い
を
実
行
委
員
の
皆
様
に
お
話 

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
話
し
合
っ
た
結
果
、
当 

会
三
〇
周
年
記
念
事
業
の
テ
ー
マ
が 

〔生
老
病
死
の
大
海
を
泳
ぐ
〕
 

〜
私
が
み
つ
め
自
ら
が
行
い
自
分
の
言
葉
で 

語
る
〜

と
な
り
ま
し
た
。

ど
う
か
会
員
個
々
が
仏
教
者
と
し
て
の
原 

点
に
立
ち
返
っ
て
真
摯
に
自
分
の
「生
老
病 

死
」
を
み
つ
め
て
い
た
だ
け
た
ら
と
切
に
思 

し
ま
す
。

ま
た
、
当
会
が
三
十
年
の
歩
み
を
続
け
て 

こ
れ

た
の
に
も

「咲
か
せ
た
根
っ
子
」
が
あ 

り
ま
し
た
。
十
五
周
年
の
時
に
出
さ
れ
た
記 

念

誌

「好
固
樹
」
や
そ
の
後
の
会
報
を
読
み 

返
し
ま
す
と
そ
の
足
跡
に
は
並
々
な
ら
ぬ
想 

い
を
感
じ
ま
す
。
個
人
加
入
の
時
代
か
ら
団 

体
加
入
へ
と
組
織
替
え
し
、
地
道
な
努
力
で 

未
加
入
だ
っ
た
各
地
の
青
年
会
に
働
き
か
け 

現
在
の
姿
に
い
た
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
 

い
つ
の
時
代
も
そ
の
時
代
の
青
年
会
員
が
問 

題
意
識
や
危
機
意
識
を
持
っ
て
情
熱
的
に
取 

り
組
ん
で
き
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
 

そ
の
歩
み
を
止
め
て
は
い
け
な
い
、
そ
う 

思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
急
務
で
あ
る 

と
思
わ
れ
ま
す
の
が
委
員
会
活
動
を
中
心
と 

し
た
執
行
部
と
各
地
の
青
年
会
と
の
連
携
を

18

禅
門
引
導
香
語
集
大
全 

月

叟

語

銖

 

本
書
は
、
詩
心
玲
瓏
に
し
て
道
眼
円 

明
な
る
著
者
の
生
涯
作
品
を
集
大
成
し 

た
も
の
で
あ
る
。

禅
門
待
望
の
新
式
和
文
の
引
導
香
語 

集
と
し
て
、
す
で
に
出
版
さ
れ
た
三
冊 

の
香
語
集
に
、
未
発
表
の
作
品
百
篇
を 

加
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
香
語
は
い
ず 

れ
も
伝
統
の
型
を
ふ
ま
え
、
前
人
未
踏 

の
境
地
を
開
拓
し
た
も
の
で
、
平
易
に 

し
て
格
調
が
高
い
。
全
編
宗
意
透
徹
さ 

れ
た
作
品
群
で
あ
り
、
詩
僧
で
あ
る
著 

者
の
禅
の
風
光
が
現
出
し
た
禅
詩
文
学 

の
珠
玉
集
で
あ
る
。

「
語
録
」

の
刊
行
に
あ
た
り
、
香
語 

作
品
に
は
そ
れ
ぞ
れ
脚
註
が
綿
密
に
付 

け
ら
れ
、
読
者
の
便
宜
が
図
ら
れ
て
い 

る
。
ま
さ
に
新
時
代
の
香
語
集
と
し
て 

寺
院
必
携
の
良
書
で
あ
り
、
諸
賢
青
年 

僧
の
香
語
作
成
の
参
考
書
と
し
て
推
奨 

す
る
。

B5
判

特

装

本

文

787
頁

総

ル

ビ

付 

頒
価
一
五0
0
0
円
(
送
料
一
〇
〇
〇
円)
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申

込

先

〒

三

二

七

—
〇
〇
一
ニ 

栃
木
県
佐
野
市
大
蔵
町2
9
7
5
 

興
福
寺
語
録
刊
行
会 

現
金
書
留
ま
た
は
振
替
用
紙
で
お
願
い
致
し
ま
す
。
 

振
替 
口

座(
0
0
1
6
0

— 1
— 1
1
7
5
3
1
)



よ
り
強
固
な
も
の
へ
と
し
て
い
く
こ
と
だ
と 

感
じ
ま
す
。
前
期
、
道
元
禅
師
七
五
〇
回
大 

遠
忌
に
因
み
本
山
で
修
行
さ
れ
た
結
集
に
お 

い
て
は
、

二
五
〇
名
に
も
及
ぶ
相
当
数
の
青 

年
会
員
が
参
加
さ
れ
会
員
に
よ
り
書
写
さ
れ 

た

「
八
大
人
覚
」
が
永
平
寺
法
堂
に
響
き
渡 

り
ま
し
た
。
そ
の
様
に
は
感
動
の
涙
を
禁
じ 

え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
本
山
に
集 

ま
っ
た
の
は
ま
だ
ほ
ん
の
一
握
り
の
会
員
に 

過
ぎ
ず
、

い

ま

も

ま

だ

「全
曹
青
は
何
を
し 

て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
会
員
が
い 

る
の
も
事
実
で
す
。

そ
こ
で
、
平
成
十
五
年
度
の
禅
文
化
学
林 

を
皮
切
り
に
全
国
各
地
で
三
〇
周
年
事
業
を 

展
開
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
諸
事
情 

に
よ
り
全
管
区
と
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
 

な
る
べ
く
会
員
が
参
加
し
や
す
い
よ
う
に
全 

国
六
カ
所
に
会
場
を
設
け
開
催
し
た
い
と
思 

い
ま
す
。
ま
ず
は
、
禅
文
化
学
林
に
お
い
て
記 

念
事
業
テ
ー
マ
に
つ
い
て
共
々
に
学
ん
で
ま 

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
各
地
に
お 

い
て
は
そ
の
テ
ー
マ
に
基
づ
き
行
と
学
と
が 

一
体
と
な
る
事
業
を
そ
れ
ぞ
れ
に
展
開
し
て 

い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ 

れ
か
ら
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す 

の
で
そ
の
都
度
ご
報
告
し
て
ま
い
り
ま
す
。
 

会
員
の
皆
様
に
は
、
ま
ず
は
禅
文
化
学
林 

へ
の
参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
講
師
に 

は
、
喝
破
道
場
や
若
竹
学
園
な
ど
教
化
実
践 

に
身
心
を
傾
け
て
お
ら
れ
る
大
本
山
總
持
寺 

の

後

堂•

野
田
大
燈
老
師
、
葬
儀
情
報
に
お 

け
る
日
本
の
第
一
人
者
と
も
い
う
べ
き
碑
文 

谷 

創
(

ひ
も
ん
や 

は
じ
め)

先
生
、
梅 

花
•

声

明•

布
教
等
多
方
面
に
わ
た
り
参
学 

者
を
持
つ
教
化
部
長•

宮
川
敬
學
老
師
、
ま 

た
、
会
場
が
青
松
寺
で
あ
る
こ
と
か
ら
サ
ン

ガ

主

幹•

南
直
哉
老
師
に
も
ご
参
加
を
い 

た
だ
く
予
定
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
 

開
催
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
野
田
老 

師
よ
り
ご
講
話
を
い
た
だ
い
た
あ
と
、
檀
信 

徒
か
ら
の
相
談
や
質
問
に
対
し
て
私
た
ち
が 

ど
う
答
え
て
い
く
か
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
通 

じ
て
参
加
者
全
員
で
考
え
て
い
く
討
論
会
形 

式
で
行
い
ま
す
。
仏
教
語
を
な
る
べ
く
使
わ 

ず
に
自
分
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
自
分
の
言 

葉
と
行
動
で
檀
信
徒
と
ど
う
向
き
合
っ
て
い 

く
の
か
。
そ
う
し
た
討
論
会
を
通
じ
、
参
加 

者

そ

れ

ぞ

れ

に

「生
老
病
死
」
を
み
つ
め
て 

い
く
場
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
碑 

文
谷
先
生
は
牧
師
の
家
に
生
ま
れ
た
ク
リ
ス 

チ
ャ
ン
で
あ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
で
は
ど 

う
答
え
て
い
く
か
も
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
る 

予
定
で
す
。
是
非
ふ
る
っ
て
ご
参
加
い
た
だ 

き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

永

六

輔

氏

が

『
あ
の
世
心
得
』
と
い
う 

本
の
中
で
「自
分
の
命
と
向
き
合
え
な
い
と
、
 

家
族
の
命
に
も
向
き
合
え
な
い
。
家
族
の
命 

と
向
き
合
え
な
い
と
、
世
間
の
命
と
も
世
界 

の
命
と
も
向
き
合
え
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま 

す
。
私
ど
も
青
年
宗
侶
が
、
大
の
悲
し
み
や 

苦
し
み
に
寄
り
添
い
、
嬉
し
さ
や
喜
び
を
と 

も
に
感
じ
合
う
ほ
ん
も
の
の
僧
侶
に
一
歩
で 

も
近
づ
い
て
い
け
る
よ
う
に
こ
の
三
〇
周
年 

記
念
事
業
が
何
が
し
か
の
役
割
を
果
た
せ
れ 

ば
と
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

そ
の
青
年
時
代
は
、
た
っ
た
一
度
の
大
生 

の
二
度
と
帰
ら
ぬ
日
々
で
あ
る
と
繰
り
返
し 

自
ら
に
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
、
実
行
委
員
会• 

執
行
部
一
同
一
致
団
結
し
努
力
し
て
ま
い
り 

ま
す
。
何
と
ぞ
会
員
諸
師
、
ご
寺
院
様
諸
老 

師
の
ご
理
解
ご
法
愛
を
伏
し
て
お
願
い
申
し 

上
げ
ま
す
。

委
員
会
紹
介

三
〇
周
年
記
念
事
業

実
行
委
員
会

♦

委

員

長
 

阿

部

光

裕
 

(

福

島

曹

青
)

「
経
験
以
上
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
す
る
と 

大
の
心
に
は
響
か
な
い
。
真
実
の
言
葉
で

語
れ
る
大
に
私
は
な
り
た
い
。
」

「
発

心
•

修

行
•

菩

提
•

涅
槃
、

し
ば
ら 

く
の
間
隙
あ
ら
ず
、
行
持
道
環
な
り
を
旨

と
し
事
業
の
一
助
と
な
る
べ
く
精
進
致
し

ま

す

」

「
阿

部

委

員

長
と

同

県
と

い

う
こ

と

で 

日
々
そ
の
光
害(

口
害)

に
悩
ま
さ
れ
る
。
 

そ
の
反
動
で
委
員
会
内
の
抵
光
勢
力
で
は 

な
い
か
と
噂
さ
れ
る
。
果
し
て
そ
の
実
態 

は
…
？
」

I
K

k

米

澤

智

秀

(

茨

城

曹

青
) 

「
道
あ
り
て
は
死
す
と
も
、
道
無
く
し
て 

生
く
る
事
な
か
れ
。
茨

城•

大
道
合
掌
」

芦

田

一

元

(

兵

庫

第

二
)

「
記
念
事
業
の
成
功
に
向
け
て
、
微
力
を 

尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ご
支
援
ご
協
力 

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
」

竹

田

伸

次

(

福

岡

曹

青
) 

「
現
状
に
危
機
意
識
を
持
っ
て
い
る
会
員 

の
皆
様
に
と
っ
て
、
有
意
義
な
大
会
と
な 

る
よ
う
尽
力
致
し
ま
す
。
」

「
当
委
員
会
は
今
後
の
寺
院
の
在
り
方
、
 

今
の
自
分
を
見
直
す
い
い
機
会
で
す
。
微 

力
で
す
が
皆
さ
ん
に
貢
献
で
き
れ
ば
と
思 

い
ま
す
ご
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全国曹洞宗青年会30周年記念 

平成15年度禅文化学林開催要項
『生老病死の大海を泳ぐ』
~私が見つめ自らが行い自分の言录で為る~

開催期日平成16年3月n日（木）•12日囹
開催場所 萬年山青松寺 東京都港区愛宕2-4-7 

S03-3431-3087
［交通］地下鉄営団線日比谷線

神谷町駅3番出口より徒歩8分
地下鉄都営三田線

御成門駅A 5出口より徒歩5分
日 程

3月11日休）

12 : 30受付
13 ： 00開会式
13：15基調講演講師大本山總持寺後堂

野田大燈老師

「あなたの痛みや苦しみを私が

受け止め、私にできることをいま」

14： 20討論会1「あなたならどう答えますか」 

（檀信徒の疑問•質問に対して僧侶が答えていく

参加•申し込み方法

参加費①聴講のみ........3,000円（記念品•資料等含む）

②青松寺に宿泊される方（タ•朝食付） 

.................. 12,000円（同上）

※ホテル等に宿泊される青年会•参加者は各自でお願いしま 

す。

モデルケースを通じての討論会）

例「お戒名はいらないんですが、それでも葬儀を 

していただけますか」

「結婚をしていい車に乗ってお酒も飲んで。お 

坊さんと私たちは何が違うの」

「自殺はいけないことですか」…

など

講師野田大燈老師

宮川敬學老師（曹洞宗宗務庁教化部長）

碑文谷創先生（葬送ジャーナリスト•雑誌『SOGI』編集長）

南直哉老師（前大本山永平寺人権擁護推進室兼国際部主事）

18：30懇親会（青松寺にて宿泊者のみ）

3月12日（金）

9 ： 30討論会2
11：30総括
11：45閉会式

12 : 00 終了

申し込み方法

各青年会の事務局に申し込んでいただき、それをとりまと 

めて各青年会ごとに全曹青事務局にお申込み下さい。参加費 

は当日受付にて各青年会にてとりまとめの上お支払い下さい。 

問い合わせ先

全曹青30周年記念事業実行委員長阿部光裕
S024- 534-4463 （常円寺）携帯 090-8242-4232

三
〇
周
年
記
念
事
業

地

方
開
催
予
定

◎

北
海
道
管
区

開
催
日
時
平
成
十
六
年
十
月
上
旬 

開

催

場

所

旭

川

市

大

休

寺
 

◎

東
日
本
三
管
区
合
同

(

東

北•

関

東•

新
潟
・
長
野) 

開
催
日
時
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日
〜 

十
五
日 

開

催

場

所

福

島

市

◎

東
海
管
区

開
催
日
時
平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日
〜

二
十
六
日 

開

催

場

所

名

古

屋

市

◎

近

畿

管

区-

北

陸

管

区(

石

川•

福
井) 

開
催
日
時
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日

(

世
界
平
和
記
念
日) 

(

一
泊
二
日
に
な
る
か
は
未
定) 

開

催

場

所

奈

良

市

東

大

寺
 

◎

中

国

管

区•

四
国
管
区 

〔禅
文
化
学

林•

中
国
曹
青
大
会
併
催
〕
 

『
禅
文
化
学

林•

中
国
曹
青
山
口
大
会
』 

開
催
日
時
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
四
日 

開
催
場
所
山
口
県
吉
敷
郡
小
群
町

山
口
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル 

『
三
〇
周
年
記
念
事
業
』

開
催
日
時
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日 

開
催
場
所 

多
々
良
学
園
学
校
内•

大
講
堂 

◎

九
州
管
区

開
催
日
時
平
成
十
六
年
十
月
中 

開

催

場

所

熊

本

市

修復工事から新築工事まで 

あらゆる対震（=対地震）工事に 

最新技術※で対応Iております。 

日本古来の伝統の技を伝承する、 

魚津の設計と施工。

※大本山總持寺香積台耐震改修工事で採用させて頂きました。

神社•仏閣専門建築

舞魚津社寺工務店
〒454-0004名古屋市中川区西日置二丁目12番20号 

TEL（052）331-3080 ■ 0854 FAX（052）332-3540

SOUSEI 2004.2 20



第

二

回 

評

議

委

員

会

開

催
 

平
成
十
五
年
十
月
二
十
七
日
、
曹
洞
宗
檀 

信

徒

会

館(

蘭
の
間)

に
て
第
二
回
評
議
委 

員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

全
国
各
地
か
ら
参
集
し
た
青
年
会
会
員
各 

位
が
、
今
年
開
催
の
三
〇
周
年
記
念
事
業
並 

び
に
禅
文
化
学

林(

於
•

青
松
寺)

に
関
す 

る
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

協
議
内
容
は
次
の
通
り
。

★

三
〇
周
年
記
念
事
業
、

お
よ
び
禅
文
化
学
林
に
つ
い
て 

禅
文
化
学
林
は
東
京•

青
松
寺
を
会
場
と 

し
、

「
生
老
病
死
の
大
海
を
泳
ぐ
一
私
が
見 

つ
め
自
ら
が
行
い
自
分
の
言
葉
で
語
る
一
」 

を
趣
旨
と
す
る
。
基
調
講
演
は
大
本
山
總
持 

寺
後
堂•

野
田
大
燈
老
師
に
お
願
い
す
る
。
 

そ
の
後
、
シ

ン

ポ

ジ
ウ

ム

「変
え
て
い
く 

も
の
と
変
え
て
は
い
け
な
い
も
の
」(

仮
称) 

を
行
い
、
翌

日

に

討

論
会

「檀
信
徒
の
悩
み 

ご
と
相
談
の
モ
デ
ル
例
を
通
じ
て
」(

仮
称) 

を
行
う
予
定
。

三
〇
周
年
記
念
事
業
の
テ
ー
マ
は
禅
文
化 

学
林
と
同
じ
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
管
区
単 

位
で
行
う
。

平
成
十
六
年
七
月
か
ら
同
年
三
月
ま
で
を 

開
催
時
期
と
し
、
原
則
と
し
て
青
年
会
員
対 

象
だ
が
、
今
回
提
示
し
た
内
容
は
あ
く
ま
で 

も
例
で
あ
り
、
内
容
に
よ
っ
て
は
寺
族
や
一 

般
の
方
々
の
参
加
も
考
え
て
い
る
。
 

★

「
三
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
」

立
ち
上
げ
に
つ
い
て 

コ
ニ
〇
周
年
記
念
事
業
準
備
委
員
会
」
を 

標
記
の
通
り
名
称
変
更
し
、
委
員
の
増
員
を 

計

る
(

各
単
位
曹
青
に
委
員
を
委
嘱)

。
 

★

各
委
員
会
活
動
報
告

〔総
務
委
員
会
〕

花
ま
つ
り
事
業
、
事
務
局
か
ら
の
引
き
継 

ぎ
、
各
管
区
大
会
の
助
成
。

〔広
報
委
員
会
〕

全

曹

青

広

報

誌

「
そ
う
せ
い
」
発

行•

編 

集
会
議
。

〔青
少
年
教
化
委
員
会
〕

前
期
か
ら
の
継
続
事
業
、
伝
道
句
集
四
万 

部

の

年
内
完
売
努
力(

残
二
、
七
四
〇
部)

。
 

児
童
向
け
教
化
冊
子
の
作
製
。
施
設
へ
の
訪 

問
•

活
動
。

〔ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
会
〕

防
災
対
策
意
識
の
涵
養
。
全
曹
青
人
材
支 

援
全
国
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
名
簿 

(

仮
称)

の
作
成
。
ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア•

ワ
ー 

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
企
画
。

〔法
式
委
員
会
〕

地

方
独

自
の
法
要
を

取
材
しH
P

へ
発 

表
、
今
年
度
は
万
灯
供
養
。

〔I
T
委
員
会
〕

全
曹
青H
P

「般
若
」

に
随
時
ア
ッ
プ
。

〔執
行
部
事
務
局
〕

各
管
区
大
会
の
助
成
。

★

「全
国
曹
洞
宗
青
年
会 

第
十
六
期
会
長
選
考
委
員
会
」

立
ち
上
げ
に
つ
い
て 

先
般
の
理
事
会
に
て
、
会
則
第
三
号
三
条 

に
基
づ
き
、
委

員

長•

伊
串
東
北
管
区
理
事
、
 

副
委
員
長•

芳
村
北
海
道
管
区
理
事
に
決
定
。
 

そ
れ
を
受
け
て
評
議
員
各
位
へ
送
付
さ
れ 

た
公
報
の
概
要
は
次
の
通
り
。

•

立
候
補
届
出
期
限

平
成
十
六
年
二
月
二
十
九
日

(0)
必
着 

•

立
候
補
届
出
方
法

郵
便
書
留
の
み

•

立
候
補
届
け
先

第
十
六
期
会
長
選
考
委
員
長

伊

串

泰

純

ま

で
 

〒
九
八
一
—
〇
九
一
五

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
通
町

一
 

—
三

—
 H

ハ

玄

光

庵

内 

電

話

〇

ニ

ニ

—
二
三
四
—
二
〇
ニ
ニ 

※

な
お
、
詳
細
は
各
都
道
府
県
担
当
の
評
議 

員
各
位
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

★

会
則
改
正
に
つ
い
て

三
〇
周
年
記
念
事
業
補
助
金
等
、
特
別
会 

計
の
設
置
に
関
す
る
会
則
を
改
正
し
た
い
。
 

次
回
総
会
に
て
文
言
を
提
示
し
、
決
議
を
頂 

く
予
定
。

★

そ
の
他

〔全
日
本
仏
教
青
年
会
〕

『葬
式
仏
教
は
死
な
な
い
』(

二
月
の
全
国 

大
会
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の)

を
三
千
部 

作
成
を
し
、
現
在
二
百
部
余
り
が
あ
る
の
で
、
 

追
加
で
取
り
寄
せ
る
事
も
可
能
で
あ
る
。

>

評
議
委
員
会
の
様
子

ふ—ジ二

二，二— 
麗蠱濫遇魚囂

極舞麒索髅奮器農

第
五
回
執
行
部
会•

理
事
会
開
催 

平
成
十
五
年
十
二
月
十
七
日
、
曹
洞
宗
檀 

信

徒

会

館(

芙
蓉
の
間)

に
お
い
て
、
全
国 

曹
洞
宗
青
年
会
第
五
回
執
行
部
会
並
び
に
理 

事
会
が
開
催
さ
れ
た
。

当
日
は
午
前
九
時
半
よ
り
執
行
部
会
、
途 

中
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
第
十
六
期
会
長
選
考 

委
員
会
を
挟
み
、
午
後
一
時
よ
り
理
事
会
が 

開
催
さ
れ
た
。

主
に
今
年
開
催
の
三
〇
周
年
記
念
事
業
並 

び

に

禅

文

化
学

林(

於
•

青
松
寺)

に
関
す 

る
議
論
と
、
従
来
通
り
の
各
委
員
会
か
ら
の 

活
動
報
告
に
大
凡
の
時
間
が
費
や
さ
れ
た
。
 

特
に
、
間
近
に
迫
っ
た
三
〇
周
年
記
念
事 

業
に
関
し
て
は
、
実
行
委
員
会
の
阿
部
光
裕 

委
員
長
よ
り
配
布
資
料
に
沿
っ
て
具
体
的
な 

企
画
主
旨
や
日
程
等
の
説
明
が
あ
り
、
各
管 

区
理
事
並
び
に
執
行
部
出
席
者
と
共
に
白
熱 

し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

今
後
、
具
体
的
な
内
容
が
決
定
し
次
第
「
そ 

う
せ
い
」
誌
上
に
お
い
て
も
告
知
を
し
て
い 

く
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
会
議
上
で
青
少
年
教
化
委
員 

会
よ
り
伝
道
句
集
が
完
売
さ
れ
た
旨
の
ご
報

>

理
事
会
の
様
子 

告
が
あ
り
、
阿
部
正
機
委
員
長
よ
り
多
く
の 

方
々
の
ご
支
援
と
ご
協
力
に
対
し
て
感
謝
の 

意
が
述
べ
ら
れ
た
。

※

三
月
開
催
の
禅
文
化
学
林
に
関
し
て
は
別
枠 

記
事(

二
〇
頁)

を
併
せ
て
ご
参
照
下
さ
い
。
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福

島

曹

青

四

〇

周

年

記

念

大

会

曹
洞
宗
福
島
県
青
年
会(

会

長•

鮫
島
大 

仙)

は
本
年
創
立
四
〇
周
年
を
迎
え
、
そ
の 

記
念
大
会
を
去
る
十
一
月
十
八•

十
九
日
の 

両
日
、
「
仏
教
変
革
の
時
代
〜
明
日
の
寺
院 

を
考
え
る
〜
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
郡
山 

市

「
ホ
テ
ル
華
の
湯
」
に
て
開
催
し
た
。
 

講
師
に
は
僧
侶
の
立
場
か
ら
霊
元
丈
法
老 

師(

宮
崎
県
昌
竜
寺
住
職)

、
家
族
の
変
化
に 

伴
う
葬
送
問
題
に
詳
し
い
井
上
治
代
氏(

ノ 

ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家)

、
宗
教
学
者
で
あ 

り
曹
洞
宗
寺
族
で
も
あ
る
川
橋
範
子
氏(

名 

古
屋
工
業
大
学
助
教
授)

、
死
や
葬
送
に
関 

す
る
評
論
活
動
を
さ
れ
て
い
る
碑
文
谷
創
氏 

(
『S

O
G
I
』

編
集
長)

を
そ
れ
ぞ
れ
お
招
き
し
、
 

初
日
は
霊
元
老
師
の
基
調
講
演
と
当
会
会
長 

も
交
え
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
並
び
に
記
念
式
典

を
、

二
日
目
は
碑
文
谷
氏
と
霊
元
老
師
に
よ 

る
講
義
と
質
疑
応
答
を
執
り
行
っ
た
。
 

今
大
会
は
事
前
学
習
会
な
ど
を
通
し
て
会 

員
各
自
が
〈
社
会
の
様
々
な
面
で
急
激
な
変 

容
が
見
ら
れ
る
中
、
我
々
青
年
僧
侶
は
一
体 

何
を
ど
う
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
〉
と
い
う 

問
題
意
識
を
持
つ
た
上
で
の
開
催
で
あ
っ
た
。
 

講
師
の
皆
様
に
は
多
方
面
か
ら
の
お
話
を 

頂
く
こ
と
と
な
っ
た
。

先
ず
霊
元
老
師
は
、
瑩

山

禅

師

の

「檀
那 

を
敬
う
こ
と
、
仏
の
ご
と
く
す
べ
し
」(

『
洞 

谷
山
尽
未
来
際
置
文
』)

と
い
う
言
葉
を
掲 

げ
ら
れ
、
檀
信
徒
と
日
頃
か
ら
密
接
な
関
係 

を
築
き
上
げ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
し
、
 

寺
院
の
情
報
開
示
や
檀
信
徒
へ
の
「行
」

の 

推
奨
、
葬
儀
等
の
専
門
用
語
を
わ
か
り
や
す 

く
伝
え
る
こ
と
な
ど
を
ご
提
言
頂
い
た
。
 

川
橋
氏
は
、
出
家
教
団
で
は
僧
侶
の
結
婚 

が
消
極
的
に
捉
え
ら
れ
、
「
寺
族
」

の
存
在 

が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
と
し
、
 

「寺
族
」
問
題
と
は
僧
侶
の
問
題
と
の
認
識 

を
持
ち
、
僧

侶

と

「寺
族
」
と
の
関
係
を
再 

考

し

て

「寺
族
」
を
宗
門
の
平
等
な
構
成
員 

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ 

ら
れ
た
。

そ

れ

は

ま

た

「寺
族
」
が
よ
り
積
極
的
に 

教
化
活
動
へ
参
画
す
る
た
め
に
も
必
要
な
こ 

と
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

井
上
氏
は
、
墓
地
や
仏
壇
の
継
承
問
題
に

関
し
て
、
九
〇
年
代
以
降
の
傾
向
に
「脱
継 

承
」
や

「脱
墓
石
化
」
等

が

挙

げ

ら

れ

「永 

代
供
養
墓
」
や

「散
骨
」•

「樹
木
葬
」
な
ど 

を
求
め
る
大
々
が
徐
々
に
増
え
て
き
て
い
る 

と
し
、
従
来
の
檀
家
制
度
と
個
大
を
単
位
と 

し
た
会
員
制
の
併
用
を
今
後
の
寺
院
の
在
り 

方
と
し
て
勧
め
る
一
方
、
生
前
か
ら
家
族
に 

代
替
す
る
よ
う
な
積
極
的
な
関
係
を
持
つ
こ 

と
が
ハ
ー
ド
面
で
の
整
備
と
と
も
に
大
切
で 

あ
る
と
し
た
。

最
後
に
碑
文
谷
氏
は
、
寺
院
が
現
代
の 

様

々

な

「
苦
」

の
問
題
に
積
極
的
に
関
わ 

る
こ
と
や
寺
院
主
導
で
「
と
む
ら
い
」
を
行 

う
こ
と
、
大
々
が
安
ら
げ
元
気
を
与
え
ら
れ 

る
寺
院
に
な
る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
そ
の 

手
段
と
し
て
地
域
の
中
に
共
に
働
く
大
々
を 

得
、
寺
院
を
中
核
と
す
る
新
し
い
「結
縁
」 

関
係
を
創
る
こ
と
等
を
提
案
さ
れ
た
。
 

二
日
間
の
大
会
を
通
じ
て
、
私
達
青
年
会 

員
は
、
寺
院
を
過
去
の
遺
産
と
す
る
こ
と
な 

く
生
き
た
仏
教
が
輝
き
続
け
る
場
所
と
し
て 

守
り
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と 

を
深
く
痛
感
し
た
。

そ
し
て
、
檀
信
徒
や
地
域
社
会
の
大
々
に 

と
っ
て
私
達
が
必
要
と
さ
れ
る
存
在
で
あ
り 

続
け
る
た
め
に
は
、
私
達
自
身
が
、
社
会
の
変 

容
や
様
々
な
価
値
観
を
踏
ま
え
た
上
で
仏
教 

者

と

し

て

の

「自
己
の
変
革
」
を
し
て
い
か 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
思
い
を
新
た
に
し

た
の
で
あ
る
。

当
会
の
活
動
も
ま
た
、
今
後
ま
す
ま
す
会 

員
同
志
が
切
磋
琢
磨
す
る
場
、
お
互
い
の
情 

報
交
換
の
場
と
な
る
よ
う
精
進
し
て
ま
い
り 

た
い
と
思
う
。

今
大
会
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
当
会
会
員
は 

じ
め
県
内
外
の
僧
侶•

寺
族
の
皆
様
方
一
七 

〇
余
名
の
参
加
者
を
得
て
盛
会
裡
に
円
成
す 

る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
も
ひ
と
え
に
長
年
に
渡
り
当
会
の 

維
持
発
展
に
努
め
ら
れ
た
先
輩
諸
師
は
じ
め 

現
会
員
そ
し
て
関
係
の
皆
様
方
の
御
協
力
が 

あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

末
筆
な
が
ら
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ 

大
会
の
ご
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

(

曹
福
青
事
務
局
記)
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そうせいインフォメーション

東

北

地

区

曹

洞

宗

青

年

会
 

第

二

十

八

回

東

北

地

方

集

会

岩

手

大

会

去
る
十
月
二
十
九
日
に
、
東
北
地
区
曹
洞 

宗
青
年
会
第
二
十
八
回
東
北
地
方
集
会
岩
手 

大

会
(

会

長•

伊
串
泰
純
、
大
会
実
行
委
員 

長
•

渡
辺
泰
英)

が
岩
手
県
曹
洞
宗
青
年
会 

主
幹
に
よ
り
盛
岡
市
内
の
ホ
テ
ル
に
て
東
北 

各
県
の
青
年
宗
侶
約
百
六
十
名
と
多
数
の
参 

加
を
頂
き
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
大
会
で
は
、

「〜
た
ま
し
い
と
の
出
会 

い

〜

感

動

を

あ

な

た

に

」

の
テ
ー
マ
の
も 

と
、
文
明
の
発
達
し
た
現
代
社
会
で
『飽
食 

の
時
代
』
と
言
わ
れ
て
久
し
い
今
日
、
欲
し 

い
も
の
が
何
で
も
手
に
入
り
、
欲
し
い
も
の 

が
何
で
も
口
に
す
る
事
が
出
来
る
中
で
『食
』 

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
ま
し
た
。
記
念
講
演
の

講
師
に
は
岩
手
県
平
泉
町
東
松
寺
住
職•

千 

田
実
道
老
師
を
お
招
き
し
、
精
進
料
理
に
つ 

い
て
の
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

そ
の
後
、
引
き
続
き
千
田
老
師
ご
指
導
の 

も
と
、
岩
曹
青
会
員
に
て
実
際
に
精
進
料
理 

の
本
膳
料
理
及
び
一
品
料
理
の
調
理
に
取
り 

組
み
、
修
行
時
代
を
思
い
出
す
と
共
に
、
『典 

座
教
訓
』

の

教

え

と

『
命
(

た
ま
し
い)

』 

の
尊
さ
を
再
認
識
致
し
ま
し
た
。
調
理
し
た 

料
理
は
す
べ
て
精
進
料
理
カ
ー
ド
と
し
て
取 

り
纏
め
、
大
会
の
記
念
品
と
さ
せ
て
い
た
だ 

き
ま
し
た
。
懇
親
会
の
席
上
で
は
、
大
会
実 

行
委
員
長
よ
り
の
挨
拶
の
中
で
、

〃『食
』
に 

対
す
る
尊
さ
〃
と
い
う
今
大
会
の
テ
ー
マ
の

主
旨
説
明
を
、
ま
た
、
食
材
及
び
調
理
を
な 

さ
っ
て
い
た
だ
い
た
方
々
へ
の
感
謝
の
念
を 

あ
ら
わ
す
言
葉
を
申
し
上
げ
さ
せ
て
頂
き
ま 

し
た
。
参
加
者
一
同
、
和
や
か
な
懇
親
会
の 

席
の
中
に
も
大
会
の
意
義
深
さ
を
感
じ
て
い 

ま
し
た
。

ま
た
、
記
念
イ
ベ
ン
ト
は
、
ご
当
地
岩
手 

県
遠
野
市
に
伝
わ
る
語
り
部
の
第
一
大
者
、
 

正
部
家
ミ
ヤ
さ
ん
を
お
招
き
し
、
ほ
の
ぼ
の 

と
し
た
〃
た
ま
し
い"

に
染
み
渡
る
よ
う
な 

語
り
部
と
、
や
は
り
遠
野
市
に
伝
わ
る
「
し 

し
踊
り
」

と
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
に
よ
り
和
や 

か
な
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て
い
た
だ
き
ま
し 

た
。

，水引•柱巻•五色幕•吊り募装置

本堂内も演出の時代へ。1人でも簡単に•安全に•きれいに

水引•柱巻•五色幕•別織物の 

ご用命承ります。

手動式 158,000 円〜

機械式 298,000 円〜

電動式 590,000 円〜

取付け工事込み価格です。

Gx•エ山帽デ先い仕立直い保褥藤洗い） 

陶繍袈裟知）再中台替X袈裟紐替） 
球裟裏地替）® 裏替）徃衣丈直し） 

G去衣胴裏交換.）逢聆替•色直し】 
〇衣色技（ナ直し）（シミ技丸洗い）

法衣•仏具•贈答品
〒457 - 0007
名古屋市南区新上二丁目1番2号
TEL052 （824） 8900 FAX052 （819） 6445
地下鉄新瑞橋駅南徒歩5分

鳥を

囈がえらせる。リフオーム時代法衣•袈裟

再生屋本舗

※少々のほころびは、サービス補修します。

大 衣6,800円 「-
自衣生洗しサ

※染直し•仕立直し
改良服5,600円 
七条袈裟5,600円

※当店の洗いは、法衣専門の清洗いです。
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近
畿
曹
洞
宗
青
年
会
連
絡
協
議
会 

東

大

寺
 

「参
学
の
集
い
」

歎
御
法
要
一

〜
仏
法
興
隆•

世
界
平
和•

人
権
尊
重
を
願
い
〜

去
る
平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日(

世
界 

平
和
記
念
日)

、
奈

良•

華
厳
宗
東
大
寺
に 

お
い
て
、
当
青
年
会
及
びO
B
各
位
総
勢 

六
十
七
名
の
参
加
に
よ
り
、

「参
学
の
集
い
」 

——
東
大
寺
歎
佛
法
要
—

が
開
催
さ
れ
ま
し 

た
。「参

学
の
集
い
」
と
は
、
近
畿
曹
洞
宗
青
年 

会
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
、
曹
洞
宗
所
依
の 

経
典
『修
証
義
』
が
公
布
さ
れ
て
百
周
年
を
迎 

え
た
翌
年(

平
成
三
年)

を
、
『
布
教
元
年
』
と 

捉
え
て
よ
り
始
ま
り
ま
し
た
。
当
集
い
の
活 

動
目
的
は
、
我
々
青
年
僧
侶
が
自
ら
の
脚
下 

を
照
顧
し
、
布
教
教
化
に
対
し
て
ど
う
対
応 

す
べ
き
か
を
会
員
相
互
の
意
見
交
換
を
行
い 

な
が
ら
、
更
な
る
意
識
向
上
研
鑽
を
重
ね
、

共
に
学
び
合
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
 

当
日
、
午
後
一
時
よ
り
東
大
寺
本
坊
に 

て
近
連
協
会
会
長
に
よ
る
開
会
の
挨
拶
に
続 

き
、
華
厳
宗
東
大
寺
執
事
長
上
野
道
善
師
よ 

り
ご
挨
拶
、
続
い
て
華
厳
宗
東
大
寺
教
学
部 

長
狹
川
普
文
師
よ
り
東
大
寺
の
歴
史
に
つ
い 

て
の
お
話
を
賜
り
ま
し
た
。

午
後
二
時
に
大
佛
殿
横
の
西
回
廊
に
て
整 

列
し
、
中
門
よ
り
大
佛
殿
正
面
か
ら
入
堂
す 

る
予
定
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
残
念
な
こ
と 

に
当
日
は
朝
か
ら
雨
天
と
な
り
、
急
遽
大
佛 

殿
横
西
回
廊
を
回
っ
て
大
堂
す
る
こ
と
と
な 

り
ま
し
た
。
狹
川
普
文
師
の
御
先
導
に
続
き
、
 

ほ
ら
貝
の
役
方
を
先
頭
に
曹
青
会
員
が
整
列 

入
堂
、
堂
内
に
力
強
い
曹
洞
宗
宗
侶
の
声
が 

響
き
渡
る
中
、
歎
佛
法
要
が
厳
粛
に
執
り
行 

わ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
歎
佛
法
要
は
、
今
日
の
日
本
は
勿 

論
の
こ
と
、
世
界
全
体
も
同
様
に
情
勢
不
安 

定
と
な
り
、

こ
の
世
に
大
と
し
て
生
を
受
け 

た
者
同
士
が
お
互
い
に
生
き
る
権
利
や
尊
い 

大
命
を
奪
い
合
い
、
ま
た
、
そ
の
地
域
社
会 

の
環
境
破
壊
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る
現
状
を 

踏
ま
え
、
我
々
青
年
僧
が
宗
教
者
の
立
場
と 

し
て
東
大
寺
に
結
集
し
、
法
要
を
通
じ
て
苦 

悩
す
る
大
々
の
心
の
救
済
と
世
界
平
和
、
人

権
尊
重
に
寄
与
せ
ん
こ
と
を
毘
盧
遮
那
佛
の 

ご
尊
前
に
誓
願
を
立
て
る
べ
く
勤
め
さ
せ
て 

い
た
だ
い
た
も
の
で
し
た
。
ま
た
、

こ
の
法 

要
は
普
段
我
々
が
本
堂
で
行
な
う
歎
佛
法
要 

と
は
少
し
違
い
、
東
大
寺
大
佛
殿
に
安
置
さ 

れ
て
い
ま
す
毘
盧
遮
那
佛
の
菩
提
座
に
登
壇 

し
、
参
加
し
た
曹
青
会
員
で
毘
盧
遮
那
佛
の 

周
り
を
囲
み
法
要
を
行
い
ま
し
た
。
 

今
回
、

こ

の

「参
学
の
集
い
」
を
行
な
う 

に
当
り
、
快
く
会
場
を
お
引
き
受
け
頂
き
ま 

し
た
華
厳
宗
東
大
寺
の
皆
様
方
を
は
じ
め
、
 

各
単
位
曹
青
会
員
、
並
び
にO
B
曹
青
会
員 

の
皆
様
方
に
は
ご
理
解
ご
協
力
、
ま
た
ご
縁 

を
賜
り
無
事
円
成
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
出
来 

ま
し
た
。

結
び
と
致
し
ま
し
て
、

こ
こ
に
あ
ら
た
め 

て
感
謝
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
誠
に
有
難
う 

御
座
い
ま
し
た
。

合
掌

はう
寺院用仏具・仏壇・製造販売
曹洞宗梅花流法具販売指定店/ ;; こ」'5

N放光
£(0258)33— 5 6 4 4
0(025)280- 1 5 5 0
0(049)227- 7 6 6 6
0 (027)324- 3 7 2 1
0 (026)222- 3 8 11

〒940-0825新潟県長岡市高畑町617番地 

〒950-0941新潟市女池2丁目2-11 
〒350-0036川越市小仙波2丁目20-1
〒370-0046群馬県高崎市江木町1179-2 
〒380-0911長野市稲葉1980 -1

場

店

店

所

所 

工 

業
業 

•

潟

越

営

営 

店 

崎
野

本

新

川

高

長
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そ
う 

と
く

じ

宗

徳

寺

長
野
県
南
安
曇
郡
穂
高
町

地
域
に
お
寺
を
開
放
し
て

■

若
者
た
ち
を
受
け
入
れ
て

J
R
中

央

本

線•

松
本
駅
か
ら
大
糸
線
に 

入
る
と
、
常
念
岳
を
は
じ
め
と
す
る
北
ア
ル 

プ
ス
の
山
々
が
、

こ
こ
安
曇
野
を
取
り
囲
む 

よ
う
に
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
そ
ん
な
自 

然
豊
か
な
環
境
の
中
に
宗
徳
寺
は
あ
る
。
 

住
職
の
寺
口
良
英
師
と
奥
さ
ん
の
芳
子
さ 

ん
は
、
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て 

不
登
校
や
非
行
に
走
る
子
ど
も
た
ち
の
問
題 

解
決
に
当
た
る
民
間
団
体
「意
識
教
育
研
究 

所
」

の
委
託
を
受
け
活
動
を
し
、
ま
た
子
供 

た
ち
に
自
然
豊
富
な
環
境
の
中
で
成
長
し
て 

ほ

し

い

と

「
働
育
て
る
会
」

の
世
話
役
と
し 

て

「山
村
留
学
」
と
い
う
活
動
を
推
進
し
て 

い
る
。

よ
う
ど
取
材
中
に
も
何
人
か
の
来
訪
者
が
い 

て
、
常
に
人
の
出
入
り
が
絶
え
な
い
地
域
密 

着
型
の
お
寺
の
原
型
を
見
る
事
が
で
き
た
。
 

現

代

版

「駆
け
込
み
寺
」
と
は
き
っ
と
こ
う 

い
う
お
寺
を
指
し
て
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
 

ま
た
、
毎
月
一
回
金
曜
日
の
夜(

不
定
期) 

に
は
過
去
に
お
寺
で
生
活
を
し
て
い
た
若 

者
た
ち
と
そ
の
親
た
ち
が
集
ま
り
、
昔
を
想 

い
出
し
な
が
ら
自
由
に
話
が
で
き
る
場
を
提 

供
し
、
宗
徳
寺
を
巣
立
っ
て
い
っ
た
子
供
達 

や
親
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
も
忘
れ
な
い
。
夫
妻
の 

こ
う
し
た
活
動
は
社
会
的
に
高
い
評
価
を
受 

け
、
平

成

十
三
年

に
は

「第
二
十
五
回
正
力 

松
太
郎
賞
」
を
も
受
賞
し
て
い
る
。
 

そ
ん
な
住
職
の
話
を
聞
い
て
印
象
深
く

も
」
を
合
言
葉
に
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
様

 々

な
催
し
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
主
導
で
行
な
い
、
 

お
年
寄
り
か
ら
若
者
ま
で
が
楽
し
め
る
内
容 

に
な
っ
て
い
る
。

住
職
は
「
お
寺
は
地
域
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役
」 

と
語
り
、
「
人
間
関
係
が
希
薄
で
あ
る
と
さ 

れ
る
都
市
部
に
こ
そ
、
お
寺
が
地
域
の
つ
な 

ぎ
役
を
担
う
べ
き
で
す
」
と
熱
く
語
っ
て
く 

れ
た
。

地
域
と
お
寺
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切 

に
し
て
い
く
事
が
、
お
寺
を
今
の
世
に
活
か 

す
事
で
あ
り
、
ま
た
時
代
の
要
請
に
応
え
る 

事
に
も
繫
が
ろ
う
。
異
な
る
世
代
間
の
人
た

ち
が
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場
で
あ 

る
お
寺
に
足
を
運
ぶ
事
は
、
結
果
的
に
仏
教 

で
説
く
と
こ
ろ
の
縁
起
を
体
感
す
る
事
で
あ 

り
、
説
法
を
聞
か
な
く
て
も
仏
教
に
触
れ
ら 

れ
る
良
い
機
縁
と
も
な
り
え
る
。

に
出
入
り
が
で 

き
る
お
寺
」

の 

原
点
を
見
る
こ 

と
が
で
き
る
。
 

周

知

の

如 

く
、
年
々
不
登 

校
や
ひ
き
こ
も 

り
の
若
者
た
ち 

は
増
加
の
一
途 

を
た
ど
っ
て
い 

る
。
日
本
の
教 

育
シ
ス
テ
ム
の 

限
界
を
憂
う
識 

者
も
少
な
く
は 

な
い
。
そ
ん
な

宗徳寺「あんしん広場」での活動

「
同
じ
屋
根
の
下
に
い
れ
ば
家
族
と
同
じ
」 

が
モ
ッ
ト
ー
の
こ
の
お
寺
で
は
、
不
登
校
や 

非
行
の
問
題
を
抱
え
る
青
少
年
ら
を
中
短
期 

で
預
か
り
、
お
寺
で
共
に
生
活
を
し
な
が
ら 

青
少
年
の
育
成
に
力
を
注
い
で
き
た
。
奥
さ

宗徳寺住職の寺口良英師と奥さんの芳子さん

ん
の
芳
子
さ
ん
は
、
 

実
の
息
子
が
帰
省
し 

て
き
た
時
、
預
か
っ 

て

い

た
子

供
が

「
お 

客
さ
ん
が
来
た
よ
」 

と

口

に

し

た

エ

ピ 

ソ
ー
ド
を
も
紹
介
し 

て
く
れ
た
。

ま

た

宗

徳

寺

で 

は
、

二
十
四
時
間
態 

勢
で
門
戸
を
開
放
し 

個
別
相
談
に
も
応
じ 

て
い
る
と
い
う
。
ち

思
っ
た
の
は
、
「
お
寺
は
場
所
の
提
供
だ
け 

で
い
い
ん
だ
よ
」
と
い
う
何
と
も
深
み
の
あ 

る
言
葉
で
あ
る
。
住
職
が
何
で
も
や
ろ
う
と 

思
わ
な
く
て
良
い
。
お
寺
は
ど
の
地
域
で
も 

場
所
が
良
く
環
境
に
も
恵
ま
れ
て
い
る
。
そ 

ん
な
お
寺
を
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場 

と
し
て
開
放
す
る
だ
け
で
お
寺
は
活
き
て
く 

る
と
言
う
の
だ
。
我
々
の
お
寺
で
も
す
ぐ
に 

実
践
で
き
る
ア
イ
デ
ア
を
頂
い
た
よ
う
な
気 

が
し
た
。

■

地
域
に
お
寺
を
開
放
し
て

宗
徳
寺
の
活
動
は
こ
れ
だ
け
で
は
終
わ 

ら
な
い
。J
 A

の
訪
問
介
護
に
携
わ
っ
て
い 

た
芳
子
さ
ん
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
、
毎
月
十
日 

と
二
十
日
はJ
A

あ

づ

み

の

「
あ
ん
し
ん
広 

場
」
と
い
う
ミ
ニ
デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
を
立
ち
上 

げ
た
。

こ

の

会

は

「
ど
こ
か
ら
で
も
ど
な
た
で

お
寺
が
重
要
な
仏
教
教
化
の
役
割
を
果
た 

し
得
る
事
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
 

・
気
軽
に
出
入
り
が
で
き
る
お
寺
を
目
指
し
て 

宗
徳
寺
に
行
く
と
ま
ず
参
詣
者
芳
名
帳
へ 

の
記
入
を
求
め
ら
れ
る
。
厚
さ
五
セ
ン
チ
ほ 

ど
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
、
昭
和
四
十
年
か
ら 

始
め
て
十
一
冊
目
に
な
る
と
い
う
。
ぱ
ら
ぱ 

ら
と
め
く
っ
て
み
る
と
、
北
か
ら
南
ま
で
全 

国
各
地
か
ら
人
々
が
こ
の
お
寺
に
訪
れ
て
い 

る
事
が
わ
か
る
。
中
に
は
海
外
か
ら
の
来
訪 

者
も
い
る
。
千
人
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
そ
の 

記
帳
者
の
数
に
、
宗

徳

寺

の
目

指
す

「気
軽宗徳寺に集う子供たち

中
、
宗
徳
寺
の
よ
う
な
お
寺
が
既
存
の
教
育 

シ
ス
テ
ム
に
と
ら
わ
れ
な
い
教
育
を
地
域
社 

会
の
中
で
担
っ
て
い
く
事
は
、
昔
あ
っ
た
「寺 

子
屋
」
の
再
興
に
も
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
お
寺
が
門
扉
を
開
き
、
窓
を 

あ
け
、
不
登
校
児
の
居
場
所
と
し
て
開
放
を 

し
、
学
校
に
行
け
ず
悩
ん
で
い
る
子
供
た
ち 

と
そ
の
親
た
ち
が
互
い
に
集
い
励
ま
し
合
う 

場
所
と
な
る
。
お
寺
を
そ
ん
な
空
間
と
し
て 

活
性
化
し
、
地
域
密
着
の
教
育
の
場
と
し
て 

再
生
し
て
い
く
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
事
だ
と 

感
じ
る
。

全
国
に
何
万
と
あ
る
お
寺
の
一
つ
一
つ 

が
門
扉
を
開
放
し
て
い
く
と
き
、
苦
を
同 

じ
く
す
る
者
た
ち
が
集
う
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ 

テ
ィ
ー
の
場
と
し
て
躍
動
す
る
現
代
版
「寺 

子
屋
」

の
復
活
の
日
は
近
い
。

こ
の
コ|

ナ1
で
は
「元
気
が
出
る
仏
教
」
と
題
し 

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
に
密
着
し
た
ユ
ニ1
ク 

な
活
動
を
展
開
す
る
お
寺
を
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
す
。
 

こ
れ
ら
の
お
寺
の
活
動
に
触
れ
て
頂
く
事
に
よ
り
、
 

読
者
の
皆
様
に
何
ら
か
の
共
感
を
覚
え
て
頂
き
、
普 

段
の
お
寺
の
活
動
に
役
立
て
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
 

こ
の
コ|

ナ
ー
が
そ
ん
な
情
報
提
供
の
場
と
し
て 

機
能
し
て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。
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天
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寺
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原
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寺
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御
協
力
誠
に 

あ
り
が
と
う 

ご
ざ
い
ま
し
た
。
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最
近
児
童
虐
待
の
ニ
ュ
ー
ス
を
よ
く
目
に
し
ま 

す
。
資
料
に
よ
る
と
、
一
九
九
〇
年
度
は
約
千
件
だ
っ 

た
も
の
が
、
昨
年
度
は
約
二
万
三
千
七
百
件
と
二
〇 

倍
以
上
に
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
多
く
が
、
「し
つ
け
」
 

と
い
う
名
目
で
親
や
近
親
者
か
ら
被
害
を
受
け
て
い 

る
も
の
で
す
。

自
分
自
身
の
経
験
と
し
て
も
、
悪
い
事
を
し
て 

柱
に
縛
ら
れ
た
り
、
家
に
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た 

り
と
い
っ
た
「
し
つ
け
」
を
受
け
て
き
ま
し
た
が
、
 

今
考
え
る
と
、
そ
う
い
っ
た
行
為
に
つ
い
て
虐
待
を 

受
け
た
と
い
う
印
象
は
有
り
ま
せ
ん
。
兄
弟
間
で
そ 

の
話
題
を
す
る
時
も
、
昔
の
笑
い
話
に
な
っ
て
い
ま 

す
。新

聞
紙
上
で
『
こ
ど
も
を
「た
た
く
」
し
つ
け
』 

と
題
さ
れ
た
記
事
を
見
つ
け
ま
し
た
。
東
京
学
芸 

大
幼
児
教
育
学
科
の
岩
立
京
子
教
授
に
よ
る
と
『嫌 

な
こ
と
、
し
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
を
さ
れ
た
ら
親
が 

怒
る
の
は
当
然
。
し
か
も
、
怒
り
の
感
情
を
伝
え
な 

け
れ
ば
、
他
人
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
る
子
に
育
た 

な
い
。
で
も
、
た
た
い
た
り
、
ど
な
っ
た
り
し
て
も 

長
い
目
で
見
る
と
そ
の
効
果
に
は
限
界
が
あ
る
。
心 

理
学
の
あ
る
研
究
は
、
し
つ
け
を①

力
に
よ
る
し 

つ

け②

も
う
あ
な
た
な
ん
か
知
ら
な
い
、
な
ど
と 

突
き
放
す
「愛
情
の
除
去
」③

な
ぜ
そ
の
行
為
が
い 

け
な
い
か
を
説
得
す
る
「理
由
づ
け
」
の
三
種
類
に 

分
類
さ
れ
て
い
て
、③

の

「理
由
づ
け
」
が
子
供
の 

身
に
付
き
、
こ
の
方
法
で
し
か
し
つ
け
は
成
功
し
な 

い
』
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。(

平
成
一
五
年
二
一 

月
二
八
日 •

中
日
新
聞
朝
刊
よ
り) 

全
曹
青
の
会
則
第
三
条(

会
の
目
的)

第
一
項 

に
は
、
『本
会
は
曹
洞
宗
の
教
化
理
念
に
基
づ
き
青
一 

少
年
の
教
化
を
主
た
る
事
業
目
的
と
す
る
』
と
記 

さ
れ
て
い
ま
す
。
「力
に
よ
る
し
つ
け
」
の
連
鎖
が 

虐
待
に
つ
な
が
ら
ぬ
様
に
、
わ
が
子
も
含
め
た
身
近 

に
接
す
る
青
少
年
の
育
成
に
力
を
そ
そ
ぎ
、
悲
し
い 

ニ
ュ
ー
ス
を
一
つ
で
も
減
ら
す
事
が
で
き
る 

B 
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会

会

長

山

口

英

寿

我
々
が
食
事
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
、
た

だ

「自
分
が
食
べ
る
」
と
い
う
だ
け
の
自
己
中
心 

的
な
考
え
か
ら
脱
却
し
た
な
ら
ば
、
「作
る
一
食
べ
る
」
と
い
う
素
朴
な
関
係
性
に
解
体
さ
れ 

ま
す
。

今

回

の

「食
育
」
と
い
う
特
集
で
は
、
従
来
食
品
の
安
全
性
や
原
材
料
の
正
し
い
把
握
、
或 

い
は
そ
の
製
造
方
法
や
栄
養
面
と
い
う
科
学
的
な
側
面
だ
け
見
直
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
食 

事
を
行
う
現
場
へ
の
回
帰
を
目
指
す
と
い
う
意
義
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
等 

の
形
式
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
食
事
そ
の
も
の
へ
の
反
省
と
正
し
い
洞
察
、
そ
し
て
食
に 

関
す
る
正
し
い
知
識
の
習
得
を
我
々
に
要
求
す
る
も
の
で
す
。

「仏
祖
は
茶
飯
を
つ
く
る
、
茶
飯
仏
祖
を
保
任
せ
し
む
。
し
か
あ
れ
ど
も
こ
の
ほ
か
の
茶
飯 

力
を
か
ら
ず
。
」
と
は
、
道
元
禅
師
の
『正
法
眼
蔵
』
「家
常
」
巻
の
一
節
で
す
が
、
叢
林
に
於 

I 
け
る
典
座
寮
の
位
置
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
御
説
示
な
ど
は
今
号
の
特
集
の
目
標
を
極
め 

て
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
食
べ
る
側
の
視
点
だ
け
で
は
な 

璽
 

く
、
作
る
側
の
視
点
を
見
出
し
、
食
事
の
意
義
を
広
く
理
解
す
る
こ
と
で
、
食
に
関
し 

蠢
 

て
、
自
分
の
知
ら
な
い
事
柄
を
無
く
し
、
自
分
へ
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
他
な
ら
な 

◎

い
の
で
す
。

編集室敬白捨てればゴミ

活かせば薬膳

『そうせい』123号において、以下の点に誤りがござい 

ましたので、ここに訂正しお詫び申し上げます。

25ページ「お寺散策」

• 2段目23行目
（誤）二百万石-（正）二百万坪

• 2段目34行目
（誤）泉岳寺獅子窟-（正）泉岳寺学寮

エ コ

クッキング

ゆずのママレード
冬が旬のゆずは、日本の代表的な調味用かんきつ類で、独特の香りが魅力で 

す。日本的なやさしい香りが、冬の料理に豊かさを加えてくれる名脇役です。 

ゆずは、実そのものを食べるよりも、絞った汁と皮を利用します。絞り汁は、 

しょうゆと混ぜてぽん酢をつくったり、酢のものなどに利用します。酢を使う 

よりも風味が増し、まろやかに仕上がります。また、黄色い皮も、少量使うだ 

けで、香りが広がり、料理を引き立ててくれます。皮は、刻んだり、おろした 

り、松葉状に切ることで、薬味や添えものに使い、目でも楽しむことができま 

す。お正月には器にしてなますなどもり、ゆず釜としても登場します。

かんきつ類のゆずはビタミンCが豊富で、絞り汁にも皮の部分にも多く含ま 

れています。特に皮にはレモンの約3倍ものビタミンCがあります。

また、酸味には疲労回復の効果があり、風邪などによってたんがからんだと 

きの“たんきり”にも有効です。

今回は、この皮を使ったママレードを紹介します。夏みかんなどで作るのが 

知られていますが、ゆずでつくると上品な感じに仕上がります。皮を使うので 

農薬の心配のないものを選びます。冬の庭先などには、鈴なりにはなゆずがなつ 

ています。たくさん手に入ったときには、ぜひ試してみてください。

♦材料♦

ゆず/5個、砂糖/500グラム、塩/15グラム（大さじ1）、水/1カップ 

♦作り方.

① ゆずは皮をきれいに洗し、、半分に切って、果汁を絞り、皮と実を分ける。

② ゆずの皮は薄く切り、塩を振り5分おき、水を加えて、あくをぬき、一度洗 

い、ふきんで水気をよく拭く。

③ 厚手の鍋に①の果汁と砂糖、実の袋も刻んで入れ、②を加えて、火にかけ、沸 

騰したら弱火にして15分から20分煮る。アクがでるのでとる。

「そうせい」に対するご意見・ご感想をお 

寄せ下さい。

あて先 〒369-0301
埼玉県児玉郡上里町金久保701陽雲寺内

そうせいサロン係

SOUSEI 2004.227
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発足 昭和5 2年l会長|田中昭道

畐リ会長 佐藤典雄、吉田龍洋、池田賢一

事務局 破石 恭司l会 計1山崎 真護|会員数110 2名

宣

洞

宗

北

海

道

第H

示
務
所
青
年
会
を 

毒
戶
こ
紹
介
致
し
ま
す
。
当
会
は
四
五
歳
以 

下
の
宗
侶
を
以
て
組
織
さ
れ
、
現
在
八
教
区 

百
二
名
が
活
動
し
て
お
り
、
そ
の
目
的
は
〃
宗 

旨
を
踏
ま
え
、
会
員
の
研
修
に
よ
る
向
上
と 

相
互
の
交
流
を
以
っ
て
、
組
織
の
強
化
及
び 

親
睦
を
計
る"

を
第
一
義
と
し
て
掲
げ
て
お 

り
ま
す
。
今
回
は
そ
の
活
動
内
容
と
し
ま
し 

て
、
昨
年
十
月
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
「第
一 

宗

務

所

青

年

会

参

禅

会

」
並

び

に

「親
睦 

会
」

の
概
要
を
併
せ
て
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

「第
一
宗
務
所
青
年
会
参
禅
会
」

F

成
十
五
年
十
月
六
日
午
後
二
時
よ
り
函 

斗

館

「
国
華
山 

高
龍
寺
」
を
会
場
に
、
 

曹
洞
宗
北
海
道
管
区
長•

木
村
清
韶
老
師
を

講
師
に
お
迎
え
し
、
会
員
三
〇
余
名
参
加
の 

元
、
修
行
致
し
ま
し
た
。
日
程
は
、
高
龍
寺 

御
住
職
、
永
井
康
人
老
師
御
導
師
に
よ
る
開 

講
式
の
後
、
耕

雲

閣
(

大
広
間)

に
て
講
師 

提

唱

に

お

け

る

『
正
法
眼
蔵
』

「
坐
禅
箴
」 

巻
を
本
講
形
式
に
て
聴
講
し
、
そ
の
後
法
堂 

に
て
坐
禅
と
い
う
、

〃
参
禅
〃
の
字
義
に
忠 

実
に
沿
っ
た
内
容
と
な
り
ま
し
た
。
特
に
坐 

禅
に
お
い
て
は
、
警
策
は
最
初
の
検
単
で
収 

め
、
己
が
ま
ま
に
己
を
尽
し
、
坐
を
貫
く
姿 

勢
の
元
に
、
堂
内
は
自
然
と
凛
々
た
る
空
気 

に
満
ち
溢
れ
、
そ
れ
は
日
々
檀
信
徒
に
接
す 

る
我
々
青
年
宗
侶
の
〃
指
導
者
研
修
〃
の
性 

格
を
も
兼
ね
備
え
て
い
た
時
間
で
も
あ
っ
た 

と
思
い
ま
す
。
全
体
時
間
と
し
て
は
三
時
間 

半
と
や
や
短
い
な
が
ら
も
、
日
々
多
忙
を
極 

め
る
我
々
に
と
っ
て
は
貴
重
な
る
坐
禅
法
筵 

の
場
と
な
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
和
合
僧
の 

具
現
に
直
に
結
び
つ
い
た
感
慨
深
い
ひ
と
時 

で
も
あ
り
ま
し
た
。

「第
一
宗
務
所
青
年
会
親
睦
会
」

ヽ
ー
、
員
参
集
の
都
合
を
考
慮
し
、
同
日
午
後 

厶 
工
七
時
よ
り
函
館
山
山
頂
施
設
ラ
ウ
ン
ジ 

を
会
場
に
、
参
禅
会
同
様
三
〇
余
名
の
参
加 

を
得
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
眼
下
に
広
が
る 

函
館
山
一
〇
〇
万
ド
ル
の
夜
景
に
包
ま
れ
な 

が
ら
も
、
場
内
は
自
然
と
和
気
藹
々
と
し
た 

語
ら
い
の
場
と
な
り
、
会
員
一
同
の
更
な
る

鋭
気
が
養
わ
れ
た
ひ
と
時
で
あ
っ
た
よ
う
に 

思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
最
後
は
何
故
か
!?: 

私
こ
と
会
長
に
よ
る
合
気
道
演
武
に
て
幕
を 

閉
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

会
で
は
、
他
に
も
托
鉢
、
青
少
年
を
募
っ 

、
三

て
の
禅
の
集
い
等
、
広
範
囲
に
わ
た
っ 

て
の
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
 

そ
の
度
ご
と
に
思
う
こ
と
は
〃
宗
侶
は
世
間 

に
追
随
せ
ず
、
己
に
打
ち
込
む
こ
と
そ
の
ま 

ま
が
世
間
に
貢
献
す
る
を
知
る
〃
と
い
う
こ 

と
。
今
後
も
こ
の
姿
勢
を
崩
す
こ
と
な
く
会 

員
一
同
一
致
団
結
の
元
、
精
進
致
し
た
く
思 

う
次
第
で
御
座
い
ま
す
。
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