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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
配
布
い
た
し 

ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
ご
寺
院
様
は
申
し
込 

み
の
う
え
ご
利
用
下
さ
い
。

•

内
容

新
デ
ザ
イ
ン
の
封
筒
に
花
の
種
、
甘
茶 

テ
ィ
ー
パ
ッ
ク
、
三
佛
忌
の
説
明
文
を
詰
め 

た
状
態
で
送
付
い
た
し
ま
す
。(

封
筒
は
薄 

黄
色
、
サ
イ
ズ
た
て

16
セ
ン
チ
よ
こ

10
セ
ン 

チ
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
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9
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1
1
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和
歌
山
県
東
牟
田
郡
古
座
町
古
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青

原

寺

内

下

路

光

淳

ま

で
 

F
A
X
 0
7
3
5
 

— 7
2
'0
7
3
5
 

•

申
し
込
み
期
限

平
成
十
七
年
三
月
中
旬

※

な
お
、
発
送
に
関
し
て
は
、
申
し
込
み 

を
受
け
次
第
早
急
に
対
応
を
さ
せ
て
い 

た
だ
き
ま
す
。

•

お
届
け
方
法

着
払
い
に
て
お
届
け
し
ま
す
。
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禅
文
化
学
林

第
二
十
七
回
中
国
曹
青
山
口
大
ム 

全
曹
青
一
二
〇
周
年
記
念
事
理

モ

ー

平

成

十

四

年

度

中

国

管

区

大

会

「
我
わ 

れ
は
何
を
す
べ
き
か
〜
若
者
と
の
接
点
を
求 

め
て
〜
」
、
平
成
十
五
年
度
中
国
管
区
大
会 

「
死
と
は
何
か
、

い
か
に
死
ぬ
か
」
と
い
う 

数
年
来
の
テ
——

マ
を
受
け
て
、
昨
年
十
一
月 

二
十
四
日(

水)

よ
り
翌
二
十
五
日(

木)

の
両 

日
に
か
け
て
、
第
二
十
七
回
中
国
管
区
曹
青 

山

口

大

会•

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
三
〇
周
年 

記

念

事

業

併

催

「
平
成
十
六
年
度
禅
文
化
学 

林

〜

『
戒
』
に
学
び
、
生
死
を
観
る
〜
」
が 

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
日
目
は
山
口
グ
ラ 

ン
ド
ホ
テ
ル
を
会
場
と
し
、
養
老
孟
司
氏(

北 

里
大
学
教
授
・
東
京
大
学
名
誉
教
授)

よ
り 

「
和
尚
さ
ん
に
も
の
申
す/

」
と
題
し
て
の

御
講
演
を

い
た
だ
き(

抜
粋
を5
〜6
頁
に 

掲
載)

、
質
疑
応
答
、
続

い

て

先

頃

『
曹
洞 

宗
正
信
論
争
』(

青
山
社)

を
上
梓
さ
れ
た 

竹

林

史

博

師(

山
口
県
龍
昌
寺
住
職)

よ
り 

「
現
代
に
お
け
る
『
戒
』
の
意
味
を
考
え
る
」
 

と
題
し
て
、
青
年
僧
へ
の
熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ 

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
二
日
目
は
、
会
場
を
移
転
新
築
を
し 

た
多
々
良
学
園
大
講
堂
に
移
し
、
テ
ー
マ
に 

沿
う
形
で
、
講
師
の
養
老
氏
を
故
人
に
見
立 

て
て
の
、
葬
送
の
辞
か
ら
引
導
法
語
、
特
に 

十
六
条
戒
に
わ
た
る
全
般
を
現
代
語
訳
と
し 

た
模
擬
葬
儀
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
阿 

部
光
裕
師(

全
曹
青
三
〇
周
年
実
行
委
員
長)

か
ら
そ
の
葬
儀
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
切 

(
11
頁
掲
載
のn

葬
送
の
辞
」
に
よ
り
代
記
す)

、
 

そ
し
て
前
日
に
引
き
続
き
養
老
氏
よ
り
「
命 

を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
〜
一
人
ひ
と
り
の
生 

死
〜
」
と
題
し
て
御
講
演
と
、
質
疑
応
答
を 

い
た
だ
き

ま
し
た(

抜
粋
を7
〜9
頁
に
掲 

載)

。
当
日
は
中
国
管
区
曹
青
会
員
、
全
曹
青
会 

員
、
並
び
に
一
般
の
方
が
た
計
九
〇
〇
名
の 

御
参
加
を
得
て
、
大
盛
況
裡
に
閉
幕
の
運
び 

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
改
め 

て
感
謝
の
意
を
表
し
、
さ
ら
に
テ
ー
マ
を
深 

め
る
企
画
を
立
案
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

4SOUSEI 2005.2



-1日目-
特集律文1E学航Lポート

歹

養老氏を囲んでの記念撮影

11月24日

養

老

孟

司

氏

「和
尚
さ
ん
に
も
の
申
す/

」

仏
教
の
基
本
的
な
考
え
方
と
関
係
の
あ 

る
こ
と
で
、
し
か
も
世
間
と
か
な
り
深
く
関 

係
し
て
い
る
ん
じ
や
な
い
か
と
思
う
ん
で
す 

が
、
自
己
、
自

分
(

自
己
同
一
性)

に
つ
い 

て
ち
よ
っ
と
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

最
近
、
若
い
方
が
イ
ラ
ク
に
行
っ
て
殺
さ 

れ
ま
し
た
け
ど
も
、
そ

の

時

に

新
聞

に

「自 

分
探
し
」
と
大
き
く
見
出
し
が
出
ま
し
た
。
 

「
自
分
探
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
恐
ら
く
十 

年
以
上
前
か
ら
時
ど
き
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ 

り
ま
す
。

つ
ま
り
若
い
人
が
ど
こ
か
で
「自 

分
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
常
識
に
し
て
い 

る
わ
け
で
す
。
結
論
か
ら
先
に
言
い
ま
す
と
、
 

仏
教
の
世
界
で
は
昔
か
ら
諸
行
無
常
、
無
我 

と
言
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
体
ど 

う
い
う
ふ
う
に
教
育
を
し
て
き
た
の
か
と
い 

う
こ
と
が
私
は
非
常
に
気
に
な
っ
て
お
り
ま 

し
た
。
血
液
型
に
よ
る
性
格
占
い
を
や
っ
て 

い
る
テ
レ
ビ
の
方
は
、
「
私
の
知
っ
た
こ
と 

か
」
と
思
っ
て
い
る
。

例
え
ば
国
語
で
先
生
が
平
家
物
語
や
方
丈 

記
を
教
え
る
時
に
、
若
い
人
は
何
ら
か
の
違 

和
感
を
覚
え
る
は
ず
で
す
。
恐
ら
く
今
の
若

い
人
で
す
と
、
「
昔
の
人
は
変
な
こ
と
を
言 

う
な
」

「
私
は
変
わ
ら
な
い
が
諸
行
は
無
常 

だ
」
と
思
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
し
か
し 

諸
行
無
常
と
い
う
の
は
、
他
人
か
ら
見
れ
ば 

私
自
身
も
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

も

し

「本
当
の
自
分
」
が
あ
る
の
で
あ
れ 

ば
、
そ
れ
が
個
人
の
価
値
の
ほ
と
ん
ど
を
占 

め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
教
育
が 

そ
も
そ
も
成
り
立
た
な
い
。
教
育
と
い
う
の 

は
、
人
を
変
え
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
宗
教 

の
役
割
で
す
。
子
ど
も
に
つ
い
て
は
そ
の
役 

割
を
学
校
が
引
き
受
け
て
お
り
ま
す
け
れ
ど 

も
、
根
本
的
に
は
宗
教
の
役
割
で
あ
る
。
教 

師
、
あ
る
い
は
宗
教
者
た
ち
が
人
を
変
え
る 

と
い
う
こ
と
を
や
め
た
時
に
、
そ
れ
を
一
人 

で
請
け
負
っ
た
の
が
麻
原
彰
晃
で
あ
り
ま
す
。

SOUSEI 2005.25



6

私
の
恩
師
が
お
っ
し
や
っ
た
こ
と
で
、
私 

が
今
で
も
皆
さ
ん
に
お
伝
え
し
て
お
く
べ
き 

だ
と
思
う
言
葉
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
「
教
養 

と
は
、
人
の
心
が
分
か
る
こ
と
だ
」
と
。
若 

い
人
に
教
え
る
な
ら
、
私
は
そ
れ
で
十
分
だ 

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

今
、
そ
う
じ
や
な
い
で
し
よ
う
。

「
世
界

に
一
つ
だ
け
の
花
」
、
「
ほ
か
の
人
と
違
う 

こ
と
が
私
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
ん 

じ
ゃ
な
い
ん
で
し
よ
う
か
。
相
当
な
イ
ン
テ 

リ
で
も
個
人
主
義
が
存
在
す
る
と
い
う
ふ
う 

に
信
じ
て
お
り
ま
す
か
ら
。
そ
う
な
っ
た
時 

に
、
若

い

人

が

「本
当
の
自
分
」
と
言
っ
て 

イ
ラ
ク
に
探
し
に
行
く
の
を
止
め
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
「
本
当
の
自
分
」
を
そ
ん
な 

こ
と
を
し
て
探
す
必
要
は
な
い
の
で
、
「
今 

そ
の
場
に
座
っ
て
い
る
お
前
じ
ゃ
な
い
か
」 

「
『
変
わ
ら
な
い
私
』

な
ん
て
こ
と
言
う
ん 

じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
、
和
尚
さ
ん
に 

言
っ
て
い
た
だ
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う 

こ
と
で
す
。

竹
林
史
博
老
師

「現
代
に
お
け
る
『戒
』
の
意
義
を
考
え
る
」

山
口
県
龍
昌
寺
ご
住
職
竹
林
史
博
老
師
に 

は
「
現
代
に
お
け
る
『
戒
』
の
意
味
を
考
え
る
」 

と
の
演
題
で
ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

師
は
、
宗

学

大

会

に

お

い

て

主

に

「
昭 

和
正
信
論
争
」(

昭
和
初
期
の
忽
滑
谷
快
天 

学
派
と
原
田
祖
岳
一
派
の
間
で
行
わ
れ
た
論 

争)

に
つ
い
て
の
研
究
発
表
を
多
く
な
さ
れ
、
 

先
頃
そ
の
長
年
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た 

『曹
洞
宗
正
信
論
争
』(

青
山
社)

を
上
梓
さ 

れ
ま
し
た
。
ま
た
昨
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た 

山
口
曹
青
主
催
に
よ
る
授
戒
会
の
事
前
講
習 

の
講
師
も
務
め
ら
れ
ま
し
た
。

師
は
講
演
で
戒
四
別(

戒
法•

戒
体•

戒
行
・
 

戒
相)

の
中
で
も
、
特
に
戒
体
論
に
つ
い
て

熱弁を振るわれる竹林老師

イヤは笈案52
. 荘厳仏具■•XWI寺院建築jK .硬^ *CW
suiuodo 仏壇二!

本店 〒111-0041東京都台東区元浅草4-9-14
TEL.03-3842-0201（大代表）

URL http://www.suiundo.co.jp E-mail honsha@suiun.com
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ご
自
身
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
ご
教 

示
な
さ
れ
、
尽
未
来
際
失
わ
れ
ず
生
々
世

 々

そ
の
徳
の
増
長
す
る
菩
薩
戒
を
受
け
、
そ
の 

体
現
者
と
な
る
戒
体
と
し
て
の
自
覚
を
、
次 

代
を
担
う
青
年
僧
へ
弁
舌
熱
く
提
言
な
さ
れ 

ま
し
た
。

参
加
者
一
同
、
熱
心
に
こ
の
ご
講
演
に
耳 

を
傾
け
て
お
り
ま
し
た
。

お
二
人
の
講
演
内
容
は
紙
幅 

の
都
合
に
よ
り
概
要
の
み
に
留
め 

ま
し
た
。

詳
細
は
全
曹
青
公
式 

ホ|

ム
ペ
ー
ジ
「般
若
」(

h
t
s
:
、

、 

w
w
w
.
s
o
u
s
e
L
g
r
.
j
p

)ヽ

に
掲
載
を
予 

定
し
て
お
り
ま
す
。
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-2日目- 

11月25日

特集祥文色学航Liポート

養

老

孟

司

氏

「命
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と 

(
 

〜
一
人
ひ
と
り
の
生
死
〜
」
」

9

情
報
と
シ
ス
テ
ム
の
違
い
。 

命
と
い
う
こ
と
を
よ
く
言
う
ん
で
す
け
ど 

も
、
現
在
の
生
物
学
で
は
、
生
物
で
一
番
重 

要

な

の

は

「遺
伝
子
」
だ
と
言
い
ま
す
。
体 

の
性
質
は
基
本
的
に
遺
伝
子
で
、
長
生
き
や

顔
の
作
り
も
遺
伝
子
が
決
め
て
し
ま
い
ま
す 

の
で
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
現
代
西
洋
医 

学
で
は
遺
伝
子
を
重
視
し
て
い
る
。
人
の
遺 

伝
子
を
全
部
読
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も 

や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
遺
伝
子
の
数
が
い
く 

つ
あ
る
か
と
い
う
こ
と
ま
で
最
近
は
分
か
っ

た
。
髪
の
毛
の
中
にD
N
A
、
 

遺
伝
子
が
入
っ
て
お
り
ま
し 

て
、
そ
の
遺
伝
子
を
今
は
取 

り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し 

か
も
、
試
験
管
の
中
で
い
く 

ら
で
も
増
や
す
こ
と
が
で
き 

る
。
将
来
、
そ
れ
を
使
っ
て 

皆
さ
ん
方
は
、
別
な
皆
さ
ん 

を
作
る
と
い
う
こ
と
が
必
ず 

し
も
で
き
な
い
こ
と
で
は
な 

い
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
い
い
ん
で
す
が
、

よ
く
考
え
て 

み
ま
す
と
、D
N
 A

だ
け
が
あ
っ
た
ら
ど
う 

な
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
に
も
こ
う
に
も
な 

ら
な
い
ん
で
す
。
体
は
約
十
二
兆
の
細
胞
か 

ら
で
き
て
い
ま
す
。
最
初
は
一
個
し
か
あ
り 

ま
せ
ん
。
受
精
卵
と
い
う
一
個
の
細
胞
が
あ 

る
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
割
れ
て
、
最
終
的
に 

は
十
二
兆
に
な
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
細 

胞
が
何
を
す
る
か
と
い
う
と
、
遺
伝
子
を
読 

む
ん
で
す
。
細
胞
が
遺
伝
子
を
読
む
こ
と
に 

よ
っ
て
、
体
が
で
き
て
き
ま
す
。
 

言
葉
と
か
遺
伝
子
と
い
う
の
は
変
わ
ら 

な
い
も
の
な
ん
で
す
。
例
え
ば
今
私
が
こ
う 

や
つ
て
し
や
べ
っ
て
い
ま
す
と
、
ず
っ
と
言 

葉
は
動
い
て
い
る
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
と
思 

い
ま
す
。
し
か
し
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に 

入
れ
ち
ゃ
い
ま
す
と
、
何
と
百
年
た
っ
て
も 

そ
の
ま
ま
で
ま
た
出
て
く
る
ん
で
す
。
そ
れ 

は
遺
伝
子
も
全
く
同
じ
で
、
取
り
出
し
ま
す 

と
、
化
学
物
質
で
す
か
ら
た
だ
の
粉
な
ん
で

す
。
そ
れ
を
瓶
に
入
れ
て
お
け
ば
、

い
つ
ま 

で
た
っ
て
も
そ
の
ま
ま
な
ん
で
す
。
そ
う
い 

う
性
質
を
持
っ
た
も
の
を
、
私

は

「情
報
」 

と
呼
び
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
生
身
の
人
間
は
情
報
で 

は
な
い
。
「
シ
ス
テ
ム
」

で
す
。

一
年
た
ち 

ま
す
と
体
の
九
割
の
物
質
は
入
れ
替
わ
っ
て 

し
ま
い
ま
す
。
じ
ゃ
あ
死
ん
で
い
る
人
は
ど 

う
か
と
い
う
と
、
仮
に
真
空
パ
ッ
ク
し
て
一 

年
置
い
て
お
き
ま
す
と
、

一
年
後
に
パ
ッ
ク 

の
中
に
入
っ
て
い
る
分
子
は
最
初
に
入
れ
た 

分
子
と
同
じ
も
の
で
し
か
な
い
。

こ
れ
が
生 

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
物
質
的
な
意
味
で 

あ
り
ま
す
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う 

性
質
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
仏 

教
は
昔
か
ら
命
と
い
う
ふ
う
に
言
つ
て
き
て 

い
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今 

の
生
物
学
は
ま
さ
に
情
報
中
心
で
す
。
そ
れ 

は
ち
ょ
う
ど
現
代
社
会
が
言
葉
中
心
に
な
っ
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て
き
て
い
る
の
と
よ
く
似
て
い
る
ん
で
す
。
 

そ
れ
は
病
院
に
行
か
れ
た
ら
分
か
る
こ
と 

で
す
。
今
の
お
医
者
さ
ん
は
検
査
の
結
果
を 

見
て
判
断
す
る
ん
で
あ
っ
て
、
見
て
い
る
の 

は
情
報
な
ん
で
す
。
私
の
検
査
で
言
い
ま
す 

と
、

一
週
間
た
っ
て
私
は
病
院
へ
行
き
ま
し 

た
け
ど
、
医
者
が
見
て
い
る
の
は
一
週
間
前 

の
私
の
体
、

一
週
間
前
の
結
果
で
す
。
情
報 

化
す
る
と
現
実
の
人
間
に
は
決
し
て
追
い
付 

け
ま
せ
ん
。
人
間
が
お
留
守
に
な
っ
て
お
り 

ま
し
て
、
そ
う
い
う
社
会
で

「命
を
大
切
に 

し
な
さ
い
」
と
い
う
の
は
非
常
に
変
な
こ
と 

な
ん
で
す
。

テ
レ
ビ
が
そ
う
な
ん
で
す
。
生
き
て
動
い 

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
け
ど
も
、
あ
れ
は 

生
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
何 

度
で
も
同
じ
場
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か 

ら
で
す
。
人
間
は
何
度
も
同
じ
場
面
を
生
き 

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

一
つ
の
場
面
を
必 

ず
一
度
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
生
き 

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。
 

こ
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
こ
と
と
情
報
と
い 

う
の
を
混
同
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。 

8

な

ぜ

命

は

大

切

か
9
 

そ
う
す
る
と
、
「命
を
大
切
に
し
な
さ
い
」 

と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
十
九
世 

紀
に
ウ
ィ
ン
ド
ウ
と
い
う
学
者
が
、

「
す
べ 

て
の
細
胞
は
細
胞
か
ら
」
と
い
う
こ
と
を
言 

い
ま
し
た
。
そ
れ
が
答
え
で
す
。
皆
さ
ん
方 

の
細
胞
は
親
の
細
胞
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
 

細
胞
は
一
度
も
途
切
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。

こ
の
生
き
た
シ
ス
テ
ム
は
一
度
も
滅
び 

た
こ
と
が
な
い
。

こ
れ
が
命
の
連
続
性
で
あ 

り
ま
す
。

別
な
言
い
方
を
す
る
と
、
人
間
は
新
し
い 

細
胞
を
自
分
の
手
で
作
り
出
し
た
こ
と
は
あ 

り
ま
せ
ん
。
大
腸
菌
一
つ
作
れ
な
い
。
 

そ
れ
で
、
命
の
大
切
さ
な
ん
で
す
が
、

つ 

ま
り
そ
れ
は
、
シ
ス
テ
ム
の
重
要
性
と
い
う 

こ
と
で
す
。
今
、

い
ろ
い
ろ
な
犯
罪
が
問
題 

に
さ
れ
て
、
特
に
子
ど
も
が
子
ど
も
を
殺
す 

よ
う
な
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
 

素
手
で
け
ん
か
し
た
ら
、
素
手
で
人
を
殺 

す
と
い
う
の
は
容
易
な
も
の
じ
ゃ
な
い
、
相 

手
も
抵
抗
し
ま
す
か
ら
。
し
か
し
、
カ
ッ
タ
ー 

ナ
イ
フ
一
本
で
人
間
っ
て
こ
ろ
っ
と
死
ぬ
ん 

で
す
。
だ
け
ど
も
、
そ
う
や
っ
て
壊
し
た
シ

ス
テ
ム
を
、

じ
ゃ
あ
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
ー 

本
で
壊
し
た
ん
だ
か
ら
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
一 

本
で
元
へ
戻
せ
と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
で
し
よ 

う
。
絶
対
に
で
き
な
い
で
す
、

こ
れ
は
。
 

そ
の
こ
と
が
根
本
に
あ
り
ま
し
て
、
「
命 

を
大
切
に
し
な
さ
い
」
と
私
は
よ
く
言
い
ま 

し
た
。

以
前
、
テ
レ
ビ
で
高
校
生
が
質
問
を
し
た 

と
い
う
話
が
話
題
に
な
っ
た
ん
で
す
。
さ
ま 

ざ
ま
な
少
年
の
殺
人
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
気 

に
し
て
い
た
時
期
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
 

そ
の
高
校
生
の
質
問
は
、

「
人
を
殺
し
て
な 

ぜ
い
け
な
い
か
」
と
い
う
質
問
だ
っ
た
。
 

ブ
ー
タ
ン
に
行
き
ま
す
と
、
あ
そ
こ
は 

殺
生
戒
が
非
常
に
き
つ
い
と
い
う
こ
と
で
、
 

虫
一
匹
本
当
に
殺
さ
な
い
ん
で
す
。

ハ
エ
は 

発
泡
酒
類
が
好
き
な
ん
で
、
ビ
ー
ル 

の
中
に
飛
び
込
ん
じ
ゃ
う
ん
で
す
。
 

ビ
ー
ル
に
飛
び
込
ん
だ
ハ
エ
を
指
で 

つ
ま
ん
で
、
す
く
っ
て
、
乾
か
し
て 

ふ
一
っ
と
飛
ば
し
て
や
る
ん
で
す
。
 

輪
廻
転
生
し
ま
す
か
ら
、
そ
の
ハ
エ 

が
お
じ
い
ち
ゃ
ん
か
も
分
か
ら
な
く 

て
、
殺
し
よ
う
が
な
い
ん
で
す
。
「
そ 

ん
な
こ
と
を
言
つ
た
つ
て
何
も
殺
さ 

な
か
っ
た
ら
生
き
て
い
け
な
い
」

っ 

て
、
そ
ん
な
こ
と
は
ブ
ー
タ
ン
の
人 

も
分
か
っ
て
い
る
ん
で
す
。

お
寺
の
庭
は
犬
だ
ら
け
。
犬
は
全 

然
つ
な
い
で
い
な
く
て
の
ん
び
り
し 

て
い
る
。

こ
れ
も
、
死
に
ま
す
と
大 

に
生
ま
れ
変
わ
る
可
能
性
が
高
い
も

の
で
す
か
ら
、
大
は
大
事
に
し
て
い
じ
め
な 

い
ん
で
、
大
の
ほ
う
も
よ
く
分
か
っ
て
の
ん 

び
り
し
て
、
ご
ろ
ご
ろ
そ
こ
ら
で
寝
て
い
る 

ん
で
す
。
そ
う
い
う
の
ん
び
り
し
た
世
界
で 

す
。あ

そ
こ
へ
行
っ
て
い
ま
す
と
、
私
は
、
し 

み

じ

み

「
い
い
な
」
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ 

れ
は
、

「
シ
ス
テ
ム
を
わ
れ
わ
れ
は
壊
す
こ 

と
は
で
き
る
け
ど
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
」 

と
い
う
こ
と
が
普
通
の
人
の
心
の
中
に
も 

行
き
渡
っ
て
い
て
、
殺
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と 

言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す

る
〈
気
持
ち
〉 

で
す
。
「
自
分
が
そ
う
い
う
も
の
を
壊
し
て 

い
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
気
持
ち
が
あ
れ
ば
い 

い
ん
で
す
。
そ
れ
は
い
っ
た
ん
壊
す
と
取
り 

返
し
が
つ
き
ま
せ
ん
。
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本
当
に
必
要
な
知
識
と
は
尊 

例
え
ば
地
面
一
立
方
メ
ー
ト
ル
、
そ
れ
だ 

け
の
土
の
中
に
ど
れ
だ
け
の
生
き
物
が
い
る 

か
と
い
う
こ
と
を
お
考
え
に
な
っ
た
こ
と
が 

あ
り
ま
す
で
し
よ
う
か̂

生
き
て
い
る
も
の 

に
つ
い
て
の
理
解
が
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
て 

い
く
。

じ
ゃ
あ
、
大
人
が
そ
れ
を
具
体
的
に
日 

常
生
活
で
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

一
つ 

の
木
に
ど
れ
だ
け
の
生
き
物
が
依
存
し
て
生

き
て
い
る
か
と
い
う
知
識
な
ど
は
ほ
と
ん
ど 

持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
熱
帯
雨
林
に
何
種
類 

の
木
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
世
界
中
で
調 

べ
て
お
り
ま
し
て
、
大
体
五
万
種
類
と
言
わ 

れ
て
お
り
ま
す
。
五
万
種
類
の
木
の
そ
れ
ぞ 

れ
に
六
百
種
類
の
特
有
の
虫
が
い
る
と
す
る 

と
、
虫
の
種
類
は
三
千
万
種
類
に
な
り
ま
す
。
 

そ
れ
だ
け
生
き
物
と
い
う
の
は
豊
か
な
世
界 

を
つ
く
つ
て
い
る
。

そ
れ
を
大
は
全
く
見
な
い
で
、
あ
っ
と 

言
う
間
に
切
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
切
っ 

た
材
木
を
大
量
に
使
っ
て 

い
る
の
が
、
例
え
ば
日
本 

で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ 

う

い

う

世

界

で

「生
き
物 

を
大
切
に
し
な
さ
い
」
と 

言
っ
て
子
ど
も
が
聞
い
て 

い
な
い
の
は
、
私
は
当
た 

り
前
じ
や
な
い
か
と
い
う 

気
が
す
る
ん
で
す
。
 

そ
こ
で
、
若
い
大
た
ち 

に

命

の

大

切

さ

を

ど

う 

や
っ
て
伝
え
る
か
、
私
は 

い
つ
も
あ
る
意
味
で
は
悩 

ん
で
い
ま
し
て
、

一
番
の 

問
題
は
、
知
ら
な
い
と
い 

う
こ
と
だ
と
私
は
思
っ
て 

お
り
ま
す
。
一
本
の
木
に
、
 

ど
れ
だ
け
の
生
き
物
が
依 

存
し
て
生
き
て
い
る
か
と 

い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
か 

ら
、
平
気
で
切
る
ん
で
す
。

私
が
日
本
の
戦
後
の
文
学
で
好
き
な
作
家 

の
一
大
は
深
沢
七
郎
と
い
う
大
で
す
。
そ
の

大

に

『
み
ち
の
く
の
大
形
た
ち
』
と
い
う
奇 

妙
な
小
説
が
あ
り
ま
す
。
「
間
引
き
は
仕
方 

が
な
い
」
と
、
「
で
も
あ
る
年
に
な
っ
た
ら 

両
腕
を
切
り
落
と
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
す 

る
ん
だ
」
と
。
そ

う

い

う

〈
気
持
ち
〉
が
生 

き
物
を
相
手
に
す
る
と
き
に
は
あ
る
。
 

私
が
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ 

た
の
も
、
三
十
年
も
死
ん
だ
大
を
扱
っ
て
い 

ま
し
た
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
方
を
自
分
の
手 

で
触
っ
て
い
れ
ば
、
「
こ
ん
な
も
の
を
一
体 

ど
う
や
っ
た
ら
元
へ
戻
せ
る
ん
だ
ろ
う
」
と 

い
う
こ
と
を
、
ど
う
し
て
も
考
え
ま
す
。
 

今
は
そ
こ
を
ず
い
ぶ
ん
乱
暴
に
扱
っ
て
お 

り
ま
す
。
生
き
物
を
乱
暴
に
扱
う
の
が
今
の 

大
の
特
徴
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
殺
生
戒 

も
言
葉
で
言
え
ば
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
け

ど
も
、
そ
こ
に
掛
か
る
〈
思
い
〉
と
い
う
か
、
 

そ
れ
が
一
番
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
 

も
う
一
つ
は
、
よ

く

「
一
大
で
生
ま
れ
て 

一
大
で
死
ぬ
」
と
言
っ
て
い
る
方
が
あ
る
ん 

で
す
け
ど
も
、
そ
れ
は
間
違
い
で
す
。
体
の
中 

に
は
、

一
億
と
い
う
生
き
物
が
住
み
着
い
て 

お
り
ま
し
て
、
ば
い
菌
が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。
 

本
当
に
必
要
な
栄
養
も
、
も
し
か
す
る
と
そ 

の
腸
の
中
の
ば
い
菌
が
作
っ
て
く
れ
て
い
る 

か
も
し
れ
な
い
。
ま
さ
に
共
存
共
栄
し
て
い 

る
ん
で
あ
っ
て
、
皆
さ
ん
方
自
身
が
生
態
系 

だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
ば
、
 

そ
う
簡
単
に
自
然
の
生
態
を
自
分
の
都
合
で 

壊
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
お
分
か 

り
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
う
ん
で
す
。
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-2日目- 

11月25日

胃

鷗

引

導

法

語

■
,

一

こ
こ
に
一
枚
の
木
の
葉
あ
り

春
夏
秋
冬
大
い
な
る
世
界
の
運
行
の
中
で

時
々
刻
々
を
真
実
に
生
き

そ
の
生
の
す
べ
て
よ
り
生
じ
る
す
べ
て
を 

枝
か
ら
幹 

幹
か
ら
根
元
へ
と
送
り 

時
に
は
虚
空
や
大
地
に
放
散
し
て

そ
の
故
に
こ
そ
自
ら
の
色
と
形
を
変
え 

や
が
て
は
枯
れ
落
ち
る
と
い
う 

私
た
ち
は 

い
つ
ま
で
青
く 

い
つ
か
ら
色
を
変
え
て
行
く
の
だ
ろ
う 

風
に
枯
葉
舞
う 

時
は
ま
さ
に
晩
秋 

こ
の
日

こ
こ
に
恭
し
く
惟
れ
ば

故
養
老
孟
司
氏
事
新
帰
元
道
本
円
通
居
士
覚
霊
位 

つ
と
に
医
学
の
道
を
志
し
ま
さ
に
全
身
全
霊
を
も
っ
て
了
じ 

教
鞭
を
執
っ
て
久
し
く
幾
多
の
学
生
に
真
を
説
き
養
う 

声
無
き
身
体
に
メ
ス
を
入
れ
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
真
実
の
こ
と
ば
を
生
み
出
し 

そ
の
声
を
届
け
て
学
問
に
尽
く
し
新
た
な
生
命
に
寄
与
す 

四
方
に
目
を
巡
ら
し 

因
果
の
理
を
参
究
し 

八
方
に
声
を
発
し
て 

す
べ
て
の
事
象
が
縁
に
依
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
提
示
す 

そ
の
性
格
は
温
良
頭
脳
は
明
晰

そ
の
信
念
は
自
由 

行
動
は
卓
抜

数
他
の
道
を
極
め
て
す
べ
て
が
繋
が
り

万
端
の
努
力
を
活
か
し
て
文
字
に
神
力
を
宿
し
て
大
の
心
を
打
つ 

即
ち
い
ず
れ
の
道
も
円
か
に
通
ず 

ま
さ
に
道
本
円
通
な
る
名
の
ご
と
し 

こ
れ
は
こ
れ 

曹
洞
宗
の
開
祖
道
元
禅
師
の
お
言
葉
に
し
て
真
実
の
み
仏
の
教
え
な
り 

今
や

こ
の
世
の
外
へ
と
身
を
転
じ 

幼
き
日
の
頃
の
純
真
な
子
供
に
還
り 

あ
ら
ゆ
る
し
が
ら
み
は
消
え
て
碧
き
空
に
父
と
母
と
遊
び
戯
れ
る 

上
来
は
こ
れ 

道
本
円
通
居
士 

六
十
有
余
年
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
求
道
心
の
現
れ
な
り 

即
ち
今
生
ま
れ
変
わ
っ
て
ま
た
道
を
求
め
る
が
よ
い

露

別
に
天
地
有
り 

大
間
世
界
の
み
に
非
ず

別
に
天
地
無
し 

新
た
に
一
壺
の
天

故
養
老
孟
司
氏
事 

道
本
円
通
居
士

本
葬
儀
式
次
第

導

師
全
曹
青
三
〇
周
年
実
行
委
員
長

阿

部

光

裕

師
 

一
、
ナ

レ

ー

シ

ョ

ン(

開
幕) 

一
、
鼓
鈑
三
通

一
、
礼 

仏

導

師

「南
無
釈
迦
牟
尼
仏
大
和
尚
」 

参

列

者

「南
無
三
世
諸
仏
」

一
、
葬
送
の
辞

一
、
授
戒
の
儀

一
、
旅
立
ち
の
準
備

一
、
弔 

辞

山
口
県
曹
洞
宗
青
年
会
会
長

河

谷

正

也

師
 

一
、
献 

花

一
、
引
導
法
語

一
、
山
頭
念
誦

一
、
読

経

「十
句
観
音
経
」(

三
遍)

一
、
普

回

向
 

一
、
鼓
鈑
三
通
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葬
送
の
辞

こ
の
日
、
多
々
良
学
園
大
講
堂
壇
上
に
、
 

釈
迦
牟
尼
仏
大
和
尚
、
或
い
は
、
仏
教
に 

よ
っ
て
自
ら
の
生
き
る
道
を
得
た
仏♦

菩 

薩
を
請
し
奉
り
、
只
今
か
ら
、
故
養
老
孟 

司
氏
事 

新
帰
元 

道
本
円
通
居
士
の
本
葬 

儀
を
修
し
、
ひ
た
む
き
に
そ
の
生
を
生
き 

ら
れ
た
養
老
氏
の
仏
の
世
界
へ
の
安
ら
か 

な
旅
立
ち
を
願
う
と
と
も
に
、
残
さ
れ
た 

縁
に
つ
な
が
る
人
々
の
悲
し
み
や
苦
し
み 

が
こ
の
葬
儀
を
ひ
と
つ
の
転
機
と
し
て
、
 

こ
の
後
明
る
く
幸
せ
に
生
き
る
道
に
つ
な 

が
っ
て
行
く
こ
と
を
祈
り
、
ま
ず
は
じ
め 

に
葬
儀
の
意
義
を
説
き
ま
す
。
 

幸

关
-

レ
ー
ま
、
す
べ
て
の
生
あ
る
も
の 

あ

を

犬

と

し

を

、
現

在

世•

未
来
世
を 

通
じ
て
心
安
ら
か
な
仏
の
世
界
へ
と
導
く 

も
の
で
あ
り
ま
す
。
養
老
氏
の
生
涯
は
た 

し
か
に
咲
い
た
大
輪
の
花
で
あ
り
ま
し
よ

う
。
そ
の
花
は
、

こ
の
後
た
く
さ
ん
の
実
を 葬儀について語る、阿部委員長

結
び
来
る
ベ
き
春
を
待
っ
て
ど
の
よ
う
な
花

を
咲
か
せ
て
行
く
で
あ
り
ま
し
よ
う
か
。
 

私
た
ち
は
祈
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
よ
う
。 

養
老
氏
の
よ
き
種
が
、
未
来
に
お
い
て
よ
り 

よ
き
花
と
し
て
こ
の
世
に
咲
き
誇
る
時
の
あ 

ら
ん
こ
と
を
。
さ
ら
に
、
悪
し
き
種
子
あ
り

授
戒
の
儀

♦

剃

髪

釈
迦
牟
尼
仏
の
お
弟
子
と
な
る
汝
、
 

新
帰
元
道
本
円
通
居
士

離
れ
が
た
き
肉
親•

縁
者
と
の
恩
愛
を
断
ち 

切
り

こ
れ
よ
り
み
仏
の
道
を
歩
む
と
い
う
こ
と
は 

汝
が
人
生
に
お
い
て
出
会
っ
た
感
謝
す
べ
き 

人
々
の
恩
に
報
い
る
真
実
の
道
な
り 

い
ま
、
汝
の
髪
を
剃
る

と
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
も
ま
た
、
私
た
ち 

の
生
き
方
に
よ
っ
て
、
よ
き
種
、
よ
き
花 

へ
と
変
え
て
行
く
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な 

力
が
私
た
ち
の
い
の
ち
に
与
え
ら
れ
ま
す 

よ
う
に
。

故
に
こ
の
た
び
の
葬
儀
は
、
か
つ
て
釈 

迦
牟
尼
仏
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
、
そ 

れ
を
悲
し
む
多
く
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て 

営
ま
れ
た
儀
式
作
法
を
い
ま
に
伝
え
た
も 

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
の 

み
教
え
を
弟
子
た
ち
が
受
け
継
ぎ
行
う
こ 

と
に
よ
り
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
い
の
ち
を
自 

ら
の
い
の
ち
と
し
て
預
か
り
、
さ
ら
に
ま 

た
自
ら
の
い
の
ち
を
仏
縁
に
つ
な
が
る
次 

の
い
の
ち
に
引
き
継
い
で
、
未
来
永
劫
に 

釈
迦
牟
尼
仏
が
生
き
続
け
て
い
く
こ
と
を 

願
い
始
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

ど
う
か
、

こ
の
会
場
に
集
ま
ら
れ
た 

人
々
よ
、
こ
の
時
を
つ
と
め
て
心
静
か
に
、
 

清
ら
か
に
過
ご
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。
故
養 

老
孟
司
氏
事
新
帰
元
道
本
円
通
居
士
の 

生
涯
が
、

こ
の
世
に
も
未
来
の
世
に
も
美 

し
い
花
を
咲
か
せ
、
や
が
て
悟
り
の
園
の 

春
が
訪
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま

手
を
合
わ
せ
一
心
に
次
の
こ
と
を
願
う
べ
し 

「生
き
と
し
生
け
る
す
べ
て
の
い
の
ち
に
幸 

多
か
れ
」
と

♦

懺

悔

新
帰
元
道
本
円
通
居
士

み
仏
の
道
を
歩
ま
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
汝
が 

人
生
の
過
ち
を
悔
い
改
め
る
べ
し 

こ
れ
よ
り
唱
え
る
言
葉
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
が 

唱
え
、
歴
代
の
お
弟
子
様
方
が
護
り
伝
え
し 

懺
悔
の
言
葉
な
り

こ
れ
を
心
か
ら
唱
え
る
時
、
汝
が
犯
せ
し

諸
々
の
罪
は
こ
と
ご
と
く
消
滅
す
る
も
の
な 

りわ
が
語
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
唱
え
る
べ
し 

「
わ
た
し
が
犯
し
て
き
た
諸
々
の
過
ち
は
、
 

自
ら
の
生
き
方
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
な 

りわ
た
し
の
行
い
と
言
葉
と
意
識
の
過
ち
を
、
 

い
ま
こ
こ
に
す
べ
て
悔
い
改
め
る
」

♦

洒

水

汝
は
い
ま
心
か
ら
懺
悔
し
て
、
美
し
い
清
ら 

か
さ
を
得
た
り

さ
ら
に
は
、
重
ね
て
こ
の
聖
な
る
水
を
汝
と 

汝
の
縁
の
あ
り
し
す
べ
て
の
い
の
ち
に
注
ぎ 

一
 

切
を
清
ら
か
な
る
も
の
に
す
る
も
の
な
り 

「
こ
れ
よ
り
念
じ
護
る
べ
き
こ
と
は
、
信
じ 

き
る
強
さ
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
れ
ど 

ひ
と
た
び
誓
い
を
た
て
た
な
ら
ば
、
汝
の
胸 

に
慈
し
み
と
い
う
大
き
な
雲
が
起
こ
り 

や
が
て
人
間
の
愚
か
さ
や
汚
さ
や
苦
し
み
惑 

い
を
消
し
去
る
雨
が
降
り
、
 

そ
こ
に
美
し
く
清
ら
か
な
世
界
が
拡
が
り
ゆ 

く
も
の
な
り
」

♦

三
帰
戒

汝
が
朝
な
夕
な
に
念
じ
護
る
べ
き
こ
と
が
三 

つ
あ
り
、
汝
、
み
仏
の
道
に
進
も
う
と
す
る 

な
ら
ば
、
は
じ
め
に
こ
の
言
葉
を
胸
に
刻
む 

べ
し

南
無
帰
依
仏 

南
無
帰
依
法 

南
無
帰
依
僧 

「
釈
迦
牟
尼
仏
に
そ
の
身
を
任
せ
、
釈
迦
牟 

尼
仏
の
説
か
れ
た
教
え
を
信
じ
、
信
じ
て
生 

き
る
す
べ
て
の
人
を
友
と
呼
ぶ
」
と 

こ
れ
を
護
れ
ば
三
つ
の
喜
び
あ
り 

こ
の
世
に
生
ま
れ
た
喜
び
と
、
真
実
の
人
の 

道
を
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
喜
び
と
、
汝
の 

い
の
ち
が
き
ら
め
く
こ
と
の
で
き
る
喜
び
な 

り「南
無
帰
依
仏 

南
無
帰
依
法 

南
無
帰
依 

•
僧 

帰
依
仏
無
上
尊 

帰
依
法
離
塵
尊 

帰 

依
僧
和
合
尊 

帰
依
仏
竟 

帰
依
法
竟 

帰
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依
僧
竟
」

(

あ
な
た
を
信
じ
ま
す
、
あ
な
た
の
教
え
を 

信
じ
ま
す
、
あ
な
た
を
慕
う
友
と
と
も
に
。
 

こ
の
身
も
心
も
す
べ
て
を
お
任
せ
で
き
る 

の
は
あ
な
た
、
私
の
迷
い
や
悩
み
も
す
ベ 

て
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
あ
な
た
の 

教
え
、
だ
か
ら
、
あ
な
た
の
も
と
へ
と
集
ま 

る
大
々
は
み
ん
な
や
さ
し
い
顔
を
し
て
い
ま 

す
。

あ
な
た
に
出
会
え
て
よ
か
っ
た
、
あ
な
た
を 

信
じ
て
間
違
い
は
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、

こ 

ん
な
素
敵
な
友
と
出
会
え
ま
し
た
。) 

一
心
に
こ
の
こ
と
を
念
じ
護
り
ぬ
く
な
ら 

ば
、
ま
さ
に
、
釈
迦
牟
尼
仏
と
同
じ
く
汝
は 

真
実
の
大
の
道
を
歩
み
、
悟
り
の
道
を
得
る 

こ
と
に
な
る

南
無
大
慈
大
悲
大
哀
愍
故

「
汝
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
大
き
な
懐
に
抱
か
れ 

た
り
」

♦

三
聚
浄
戒

さ
ら
に
、
汝
の
み
で
は
な
く
生
き
と
し
生
け 

る
す
べ
て
の
も
の
の
た
め
に
三
つ
の
護
る
べ 

き
こ
と
を
誓
う
べ
し

一
つ
に
は
、
自
我
の
壁
を
つ
く
ら
ず
に
大
き 

な
心
で
生
き
る
こ
と

二
つ
に
は
、

つ
と
め
て
自
ら
の
心
を
清
ら
か 

に
保
と
う
と
す
る
こ
と

三
つ
に
は
、
生
き
と
し
生
け
る
す
べ
て
の
も 

の
に
慈
愛
の
心
を
忘
れ
な
い
こ
と

全
曹
青
三
十
周
年
記
念
事
業

『Death Education 

L 

死
の
準
備 

の
教
育
」

ご自身の葬儀を、真剣な眼差しで 

見つめる養老氏

♦

十
重
禁
戒

次
に
、
深
く
心
に
刻
み
い
つ
も
汝
が
胸
に
問 

い
か
け
る
べ
き
十
の
人
の
道
が
あ
り
、

こ
れ 

を
汝
に
授
け
る
な
り

第
一
不
殺
生
戒
、

い
の
ち
の
重
さ
を
見
つ
め 

第
二
不
偸
盗
戒
、
必
要
な
も
の
は
自
ら
の
努 

力
で
得

第
三
不
貪
姪
戒
、
汝
を
信
じ
る
人
を
裏
切
ら 

第
四
不
妄
語
戒
、

口
に
出
す
前
に
汝
の
言
葉 

が
正
直
で
あ
る
か
を
自
ら
に
問
い
か
け 

第
五
不
酷
酒
戒
、
己
を
見
失
う
よ
う
な
行
い 

を
慎
み

第
六
不
説
過
戒
、
他
人
の
人
生
を
不
用
意
に 

軽
ん
じ
る
こ
と
な
く

第
七
不
自
讃
毀
他
戒
、
自
ら
を
誉
め
ず
人
を 

謗
ら
ず

第
ハ
不
慳
法
財
戒
、
世
の
中
に
役
立
つ
こ
と 

の
為
に
汝
の
も
の
を
惜
し
ま
ず
に
与
え 

第
九
不
瞋
恚
戒
、
穏
や
か
な
人
で
あ
り
つ
づ 

け
よ
う
と
願
い

第
十
不
謗
三
宝
戒
、
真
実
の
人
の
道
を
ま
っ 

す
ぐ
に
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と 

以
上
の
汝
が
胸
に
刻
み
つ
け
た
す
べ
て
の
こ

と
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
護
り
保
ち
た
る
道
に 

し
て
、
す
べ
て
の
歴
代
の
お
弟
子
様
方
の
正 

し
く
伝
え
行
い
し
も
の
な
り 

我
、

い
ま
こ
こ
に
汝
に
授
く 

汝
、

い
ま
の
身
よ
り
、
仏
の
身
に
い
た
る
ま 

で
、

こ
れ
を
護
り
保
つ
べ
し

♦

血
脈
授
与

さ
ら
に
我
が
懐
中
に
釈
迦
牟
尼
仏
よ
り
、
そ 

の
弟
子
、
ま
た
そ
の
弟
子
へ
と
相
伝
え
ら
れ 

た
血
脈
書
が
あ
る

我
、

い
ま
、
新
帰
元
道
本
円
通
居
士
に
授 

く汝
、

い
ま
の
身
よ
り
、
仏
の
身
に
い
た
る
ま 

で
、

こ
れ
を
護
持
し
奉
る
べ
し 

こ
の
釈
迦
牟
尼
仏
の
教
え
を
授
か
り
行
う
な 

ら
ば
、
す
べ
て
の
人
は
み
仏
の
世
界
へ
と
進 

むそ
の
世
界
は
悩
み
を
離
れ
て
悟
り
の
道
を
得 

た
方
々
の
住
む
所
な
り

こ
こ
に
い
ま
、
新
た
な
迦
牟
尼
仏
の
お
弟
子 

の
誕
生
な
り

南
無
大
慈
大
悲
哀
愍
摂
受

ご自身の模擬葬儀後、「不思議な体験だった…」と 

感想を語る養老氏

寺院用仏具•仏壇•製造販売 dう -う
曹洞宗梅花流法具販売指定店ノ ミ: 7

N放光
6(0258)33- 5 6 4 4
6(025) 280 - 1 5 5 0
6 (049) 227- 7 6 6 6
0(027)324- 3 7 2 1
£(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
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新潟店 
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照明•音響を指揮する、高崎、芦田両委員

「
汝
は
い
ま
釈
迦
牟
尼
仏
の
大
き
な
懐
に
抱 

か
れ
て
み
仏
の
道
を
歩
み
始
め
た
り
」 

棺
前
念
誦

切
に
お
も
う
に
、
生
ま
れ
く
る
も
の
あ
れ
ば 

去
り
行
く
も
の
が
あ
り

暑
い
夏
が
過
ぎ
寒
い
冬
が
訪
れ
る
よ
う
に 

い
ま
、
新
帰
元
道
本
円
通
居
士
は
こ
の
世 

に
生
き
る
縁
が
尽
き
大
い
な
る
い
の
ち
を
終 

え
た
り

大
い
な
る
時
の
流
れ
の
中
に
あ
り
，て
は 

あ
た
か
も
イ
ナ
ズ
マ
の
瞬
時
に
閃
く
に
も
似 

て大
の
一
生
は
僂
く
は
あ
れ
ど
も 

い
ま
や
波
静
ま
り
返
る
海
の
穏
や
か
さ
の
ご 

と
く
と
な
る

移
り
行
く
の
は
大
に
限
ら
ず
、
自
然
の
理
な 

れ
ば

居
士
の
進
ま
れ
ん
と
す
、
み
仏
の
世
界
に
こ 

そ
幸
せ
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
の
み
な
り 

謹
ん
で
こ
こ
に
幾
大
か
の
僧
侶
に
よ
り
て 

諸
々
の
大
い
な
る
仏
の
み
名
を
唱
え 

悟
り
の
道
の
安
か
ら
ん
こ
と
を
心
よ
り
念
じ 

る
も
の
な
り

「十
仏
名
」

大
い
な
る
仏
の
み
名
を
唱
え
奉
り
、
功
徳
を

新
帰
元
道
本
円
通
居
士
に
め
ぐ
ら
し
向
け 

る心
よ
り
願
う
こ
と
は
、
大
い
な
る
い
の
ち
の 

世
界
に
帰
り

母
の
胎
内
に
身
を
委
ね
て
い
た
頃
の
よ
う
に 

迷
い
も
な
く

蓮
の
花
が
泥
水
に
汚
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
美 

し
い
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
に 

居
士
の
生
涯
に
て
積
み
上
げ
た
功
徳
に
よ
っ 

て
仏
の
道
を
成
し
遂
げ
ら
れ
ま
す
よ
う
に 

挙
棺
念
誦

柩
を
か
つ
ぎ
、
火
葬
の
式
に
赴
き
、
野
辺
の 

送
り
を
す
る
に
あ
た
り

再
び
居
士
の
為
に
大
い
な
る
仏
の
み
名
を
唱 

え
惜
別
の
意
を
表
し
、
み
仏
の
道
の
無
事
を 

重
ね
て
祈
る
も
の
な
り

山
頭
念
誦

こ
の
日
、

こ
こ
に
、
縁
に
随
っ
て
こ
の
世
に

養老氏と記念撮影する、三〇周年記念事業実行委員会 

全メンバー

終
わ
り
を
告
げ

古
来
の
さ
だ
め
に
よ
っ
て
火
葬
す
る
も
の
な 

りこ
の
世
に
生
を
う
け
て
、
百
年
に
も
充
た
ぬ 

幻
に
も
似
た
身
を
焚
い
て

ひ
と
す
じ
に
涅
槃(

さ
と
り)

の
道
に
送
る 

い
ま
願
う
こ
と
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
お
導
き 

に
よ
り
、
涅

槃
(

さ
と
り)

の
道
に
光
が
照 

ら
さ
れ

心
地
よ
い
風
に
吹
か
れ
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
み 

仏
の
世
界
へ
と
、
辿
り
つ
け
ま
す
よ
う
に 

そ
し
て
み
仏
の
国
の
花
園
に
は
、
ま
さ
に
悟 

り
の
花
が
咲
き
誇
り

日
の
光
に
き
ら
め
く
、
穏
や
か
な
海
の
ご
と 

く
に
、
静
け
さ
の
中
に
安
住
さ
れ
ま
す
よ
う 

こ諸
々
の
供
物
を
供
え
、
芳
し
き
香
を
焚
き
、
 

居
士
の
為
に
読
経
す

法
式
を
口
語
体
に
す
る
と
、
形
式
と
し 

て
流
れ
て
い
た
も
の
か
ら
、
所
作
や
文
句 

の
意
味
の
一
つ
一
つ
が
突
如
と
し
て
露
出 

し
て
く
る
。
そ
こ
か
ら
喚
起
さ
れ
る
問
題 

は
、
現
時
点
で
は
む
し
ろ
式
の
執
行
者
で 

あ
る
僧
侶
側
に
と
っ
て
大
き
い
の
で
は
な 

い
だ
ろ
う
か
。

今

回

は

「
聞
く
」
葬
儀
の
分
か
り
や
す 

さ
と
し
て
は
、
か
な
り
の
成
果
が
あ
っ
た 

と
思
う
。
特
に
口
語
訳
の
過
程
で
、
今
生 

に
残
さ
れ
た
大
び
と
へ
の
視
線
が
文
中
に 

付
加
さ
れ
た
点
は
重
要
だ
と
思
う
。
 

そ
の
一
方
で
、
現
行
の
式
次
第
を
踏
襲 

し
て
い
る
分
、
「行
う
」
葬
儀
と
し
て
は(

式 

そ
の
も
の
の
意
味
、
な
ぜ
没
後
作
僧
な
の 

か
、
対
象
に
霊
性
の
実
存
性
を
認
め
る
の 

か
、

毗)

、
課
題
を
持
ち
越
さ
れ
た
感
が 

あ
っ
た
。 

(

編
集
子
記)

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1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
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三〇

周
年
記
念
事
業
か
わ
ら
版

四

国

管

区

大

会

〜

脚

下

を

照

顧

す

る

〜

自
己
を
見 
つ
め
直
し
、
自
ら
が
行
い
自
分
の
言
葉
で
語
る

昨
年
十
月
十
九
日(

火)

、
南
海
放
送
本
町 

会
館
八
階
ス
カ
イ
ル
ー
ム
を
会
場
と
し
て
四 

国
地
区
曹
洞
宗
青
年
会(

会
長
・
島
崎
敬
童 

師
、
事
務
局
長
・
桝
田
豊
範
師)

・
全
曹
青
主 

催
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
協
力
に
よ
る
三
〇
周
年 

記
念
事
業•

四
国
地
区
大
会
が
行
わ
れ
た
。
 

こ
の
大
会
は
四
国
地
区
曹
洞
宗
青
年
会 

創
設
二
〇
周
年
記
念
大
会
と
併
催
さ
れ
、
四 

国
各
地
よ
り
約
一
ニ
〇
大
の
青
年
僧
が
参
集 

し
、
『
「脚
下
を
照
顧
す
る
」
〜
自
己
を
見
つ

大会事務局星野隆信 四曹事務局 桝田豊範

め
直
し
、
自
ら
が
行
い
自
分
の
言
葉
で
語
る 

〜
』を
主
題
と
し
て
、
第
一
部
で
は
板
橋
興
宗 

禅

師
(

前
大
本
山
總
持
寺
貫
首
、
福
井
県
御 

誕
生
寺
住
職)

を
拝
請
し
て
の
基
調
講
演
。
 

第
二
部
で
は
四
国
地
区
曹
洞
宗
青
年
会
の
歴 

代
会
長
ら
を
中
心
に
討
論
会
が
行
わ
れ
た
。
 

開
会
に
先
立
っ
て
、
司
会
の
竹
中
義
実
師 

に
よ
り
、

「今
、
我
わ
れ
青
年
僧
の
な
す
ベ 

き

こ

と

は

一
体
何
な
の
か
？
」
と
い
う
こ
と 

を
大
き
な
主
題
と
し
て
、
自
己
を
見
つ
め
直 

し
、
自
身
の
反
省
を
強
く
促
し
な
が
ら
、
今 

大
会
を
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
上
で
の
出
発 

の
場
と
し
た
い
と
の
大
会
開
催
趣
旨
の
説
明 

が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
開
会
諷
経
に
引
き
続 

い
て
行
わ
れ
た
開
会
式
典
に
お
い
て
は
、
度 

重
な
る
台
風
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方
が
た
に 

参
加
者
一
同
、
衷
心
よ
り
黙
祷
を
捧
げ
た
。
 

基
調
講
演

板
橋
禅
師
に
よ
る
基
調
講
演
で
は
「法
話 

と
よ
ろ
ず
問
答
」
と
題
し
て
ご
講
演
さ
れ
た
。
 

ま
ず
、
法
話
に
先
立
っ
て
参
加
者
に
実
行
し

て
も
ら
い
た
い
こ
と
と
い
う
こ
と
で
椅 

子
坐
禅
を
修
行
。
特
に
呼
吸
法
を
懇
切 

丁
寧
に
ご
指
導
さ
れ
、
我
わ
れ
が
生
き 

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
頭
の
中
で
考
え 

る
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
今
息
を 

し
て
い
る
、

こ
の
こ
と
が
命
な
の
で
あ 

り
、
生
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を 

実
行
す
る
こ
と
と
説
明
さ
れ
た
。
 

本
旨
に
入
っ
て
か
ら
は
ご
自
身
の
経

験
に
現
代
の
世
相
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
 

時
に
は
軽
妙
な
語
り
口
で
会
場
を
盛
り 

上
げ
、
時
に
は
神
妙
な
面
持
ち
で
参
加 

者
に
語
り
か
け
、
「
無
意
識
に
、
無
意 

味
な
こ
と
を
、
無
意
味
の
行
。

こ
れ
が 

い
わ
ゆ
る
空
で
あ
る
」
、

「
意
味
な
く 

し
て
呼
吸
を
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う 

に
、
意
味
の
な
い
と
こ
と
が
最
高
の
意 

味
で
あ
る
。
無
為
で
あ
る
。
無
為
に
い

な
が
ら
に
し
て
、
こ
れ
が
非
思
量
で
す
」

と
締
め
く
く
ら
れ
、
冒
頭
に
実
行
し
た
坐
禅 

に
お
け
る
呼
吸
に
結
び
付
け
て
「無
意
味
の 

行
」

の
重
要
性
を
説
か
れ
た
。

そ
の
後
に
行
わ
れ
た
質
疑
応
答
に
お
い
て
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板橋興宗禅師

も
、
講
演
内
容
に
つ
い
て
や
現
代
の
日
本
に 

お
け
る
宗
教
儀
礼
な
ど
に
つ
い
て
の
質
疑
に 

丁
寧
に
対
応
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
最 

後
に
締
め
く
く
り
と
し
て
現
代
に
お
け
る
仏 

教
の
危
機
を
説
か
れ
、
そ
の
危
機
に
扮
す
る 

僧
侶
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
つ
つ
も
、
日
本
人
は 

そ
の
危
機
を
克
服
す
る
能
力
が
あ
る
と
述
べ 

ら
れ
、
我
わ
れ
に
奮
起
を
促
し
た
。
 

時
間
に
制
約
が
あ
る
中
で
の
講
演
で
は 

あ
っ
た
が
、
参
加
者
ら
は
時
を
忘
れ
て
聞
き 

入
り
、
と
て
も
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
し
た 

様
子
で
あ
っ
た
。



討

論

会

第
二
部
は
、

四
国
地
区
曹
洞
宗
青
年
会
の 

歴

代

会

長(

七
名)

ら
を
パ
ネ
ラ
ー
に
迎
え 

た
討
論
会
が
行
わ
れ
た
。
討
論
会
コ
ー
デ
ィ 

ネ
ー
タ
ー

・
本
土 

一

真

師(

大
会
実
行
委
員 

長)

の
進
行
に
よ
り
、
ま
ず
は
歴
代
会
長
そ 

れ
ぞ
れ
の
紹
介
と
そ
の
時
ど
き
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
な
ど
を
紹
介
し
た
。
今
と
な
っ
て
は
当 

た
り
前
に
開
催
さ
れ
て
い
る
大
会
の
よ
う
で 

あ
る
が
、
現
在
の
青
年
会
の
礎
と
な
っ
た
方 

が
た
の
並
な
み
な
ら
ぬ
ご
苦
労
な
ど
の
体
験

談
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
た
め
て
今
大 

会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
の
重
大
性
を
実
感
し 

た
。そ

の
後
は
こ
の
討
論
会
の
本
旨
で
あ
る 

「あ
な
た
な
ら
ど
う
答
え
ま
す
か
」
と
題
し
た
、
 

檀
信
徒
の
方
が
た
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
さ
ま
ざ 

ま
な
質
問
に
対
し
て
ど
う
答
え
る
か
、
と
い 

う
こ
と
を
各
々
の
視
点
か
ら
考
え
、
意
見
を

交
換
し
た
。

質
問
の
多
く
は
法
事
な
ど
に
関
す
る
疑
問 

な
ど
、
我
わ
れ
が
普
段
何
気
な
く
行
っ
て
い 

る
儀
式
儀
礼
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
、
地
域

の
違
い
に
よ
っ
て
も
大
き
な
差

四国地区曹洞宗青年会会長•島崎敬童師

討論会パネラーの歴代会長諸師

が
み
ら
れ
る
点
や
、
同
じ
地
域 

で
も
多
少
の
差
が
見
ら
れ
る
こ 

と
が
わ
か
り
、
ま
た
そ
れ
ら
に 

つ
い
て
は
僧
侶
の
独
自
性
に
ゆ 

だ
ね
ら
れ
る
と
い
っ
た
意
見
が 

多
く
、
討
論
者
に
よ
っ
て
も
差 

異
が
多
く
み
ら
れ
た
。
参
加
者 

は
、
討
論
者
の
真
摯
な
答
弁
に 

固
唾
を
飲
ん
で
聞
き
入
り
、
そ 

れ
ぞ
れ
の
意
見
を
日
々
の
日
常 

底
に
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
る 

様
子
で
あ
っ
た
。

多
く
の
青
年
僧
に
と
っ
て
、
 

儀
式
儀
礼
の
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾 

点
等
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
は 

避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
あ 

る
。
今
回
、
実
際
に
儀
礼
執
行 

者
と
し
て
現
場
に
立
た
れ
て
い 

る
方
が
た
の
生
の
意
見
を
実
際

に
聞
く
こ
と
は
、

そ
れ
ら
の
問
題
を
解
決 

す
る
上
で
と
て
も
重
要
な
意
見
交
換
で
あ
っ 

た
。最

後
に
四
国
地
区
曹
洞
宗
青
年
会
事
務
局 

長
•

桝
田
豊
範
師
が
、
ご
講
演
い
た
だ
い
た 

板
橋
禅
師
や
、
討
論
会
に
お
出
で
い
た
だ
い 

た
歴
代
青
年
会
長
諸
師
、
そ
し
て
来
賓
の
方 

が
た
に
お
礼
を
述
べ
、
本
会
の
益
ま
す
の
発 

展
を
祈
念
し
、
大
盛
況
の
下
、
三
〇
周
年
記 

念
事
業
四
国
地
区
大
会
は
無
事
円
成
し
た
。大会実行委員長-本土一真師

伝統の京職人の技を現代に

京法衣•京佛具製造販売

木崎勉法衣仏臭店
〒601-8453京都市南区唐橋羅城門町51 
Q (075)681-3441フリーダイヤル 01 20-02-3441 

FAX (075)671-7260 E-mail kyoto@kizaki-h.com
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近
畿 

管
区 

大
会

慈
 

愛
 

〜
あ
な
た
の
優
し
さ
に
つ 

つ
ま
れ
て
〜

参加者全員での記念撮影

本大会実行委員長の 

南出素孝師

昨
年
十
一
月
十
一
日
、
奈
良
県
華
厳
宗
東 

大
寺
に
て
全
曹
青
三
〇
周
年
記
念
事
業
・
近 

畿
管
区
大
会
「慈
愛
」
〜
あ
な
た
の
優
し
さ
に 

つ
つ
ま
れ
て
〜
が
、
近
畿
曹
洞
宗
青
年
会
連 

絡
協
議
会(

以
下
、
近
連
協)

、
福

井

曹

青•

石 

川
曹
青
主
催
、
華
厳
宗
東
大
寺
、
南
都
二
六
会 

の
後
援
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
。
当
日
は
あ
い 

に
く
の
雨
天
で
初
冬
の
寒
さ
を
感
じ
る
気
候 

で
あ
っ
た
が
、
会

員•

寺

族•

一
般
を
含
む
総 

勢
一
五
〇
名
を
越
す
参
加
者
の
熱
気
で
、
そ 

れ
も
気
に
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

平和記念法要がおこなわれた大仏殿

盧舎那仏の蓮華座にて厳修される 

平和祈念法要

世
界
平
和
祈
念
法
要

午
後
一
時
よ
り
、
東
大
寺
大
仏
殿
に
て
「世 

界

平

和

祈

念•

大
般
若
祈
祷
法
要
」

が
厳 

修
さ
れ
た
。
大
会
に
先
立
ち
、
南
出
会
長
も 

言
わ
れ
て
い
た
と
お
り
、
東
大
寺
は
当
時
の 

社
会
不
安
を
除
く
た
め
に
聖
武
天
皇
に
よ
っ 

て
建
立
さ
れ
、
祈
祷
法
要
が
お
こ
な
わ
れ
た 

場
所
で
、
世
界
平
和
記
念
日
で
あ
る
十
一
月平和祈念法要の法語を読み上げる大会実行委員長

十
一
日
に
大
会
を
開
催
す
る 

に
は
た
い
へ
ん
相
応
し
い
場 

所
で
あ
っ
た
。
法
要
は
静
か 

な
熱
気
を
帯
び
た
ま
ま
粛

 々

と
行
わ
れ
、
会
員
全
員
の
世 

界
平
和
に
対
す
る
誓
願
は
、
 

大
仏
殿
盧
舎
那
大
仏
の
一
見 

上
げ
る
と
そ
の
大
き
さ
に
圧 

倒
さ
れ
る
——
御
体
に
吸
い
込 

ま
れ
て
い
っ
た
。

講

演

会

午

後

二

時

半

よ

り

東

大

寺
・
金
鐘
会
館
で
お
こ
な
わ
れ
た
岩
崎
順
子 

氏(

愛
知
医
科
大
学
看
護
学
部
非
常
勤
講
師) 

の
記
念
講
演
〜
ガ
ン
が
病
気
じ
や
な
く
な
っ 

た
と
き
〜
で
は
、
氏
が
肺
ガ
ン
末
期
の
夫
と 

の
「生
と
死
」
を
ひ
た
す
ら
見
つ
め
た
闘
病
の 

日
々
を
赤
裸
々
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
そ 

の
実
体
験
に
も
と
づ
い
た
講
演
内
容
は
聴
衆

南都二六会の方々と参加 

会員との大般若経転読の 

様子

▲熱心な参加者の眼差し
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の
胸
を
強
く
揺
さ
ぶ
り
、
多
く
の
方
が
涙
を 

流
し
て
い
た
。
参

加
会

員

諸

師

は

「自
分
は 

宗
教
者
と
し
て
ど
う
生
き
て
い
く
べ
き
か
」 

を
自
問
自
答
し
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
 

相
手
を
受
け
止
め
、
抱
き
し
め
る
こ
と
が 

出
来
る
か
出
来
な
い
か
の
是
非
で
は
な
く
、

〇

岩

崎

順

子

氏

「青
年
僧
に
望
む
こ
と
」 

一
、
「傾
聴
」

の
大
切
さ 

悩
み
苦
し
ん
で
い
る
人
を
前
に
し
た
と 

き
、
励
ま
し
や
ア
ド
バ
イ
ス
よ
り
も
、
た 

だ
聴
く
、
あ
り
の
ま
ま
聴
く
と
い
う
こ
と 

が
大
切
で
す
。

苦
し
み
の
渦
中
に
い
る
人
は
、
答
え
を 

求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
吐
き
出
さ
せ 

て
も
ら
え
る
場
所
を
求
め
て
い
る
だ
け
な 

の
で
す
。

落
ち
込
ん
で
い
る
方
と
い
う
の
は
、
敏 

感
に
な
っ
て
い
て
、
本
当
に
心
か
ら
聴
い 

て
く
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
見
分
け
る
力 

が
あ
り
ま
す
。
上
か
ら
、
相
手
を
救
っ
て 

あ
げ
よ
う
と
す
る
と
、
お
互
い
の
間
に
壁 

が
出
来
ま
す
。
相
手
の
つ
ら
い
心
の
そ
ば 

に
座
り
、
共
に
感
じ
る
、
共
感
の
大
切
さ
。
 

本
当
に
心
か
ら
相
手
を
労
う
と
、
出
せ 

な
く
て
溜
ま
っ
て
い
た
気
持
ち
が
ゆ
っ
く 

り
出
始
め
ま
す
。
そ
れ
を
繰
り
返
す
う
ち 

に
本
人
が
少
し
楽
に
な
り
ま
す
。
少
し
元 

気
に
な
る
と
、
自
分
の
中
か
ら
回
復
力
が 

自
然
と
湧
い
て
き
ま
す
。

そ
こ
ま
で
来
る
こ
と
で
、
初
め
て
相
手 

の
ア
ド
バ
イ
ス
や
大
の
話
が
自
然
に
入
っ 

て
く
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で 

し
よ
う
か
？

話
を
す
る
側
よ
り
、
聴
き
続
け
る
こ
と 

の
方
が
、
何
倍
も
力
を
費
や
し
ま
す0

し

相
手
の
立
場
を
尊
重
し
思
い
や
る
姿
勢
、
 

慈
悲
心
そ
の
も
の
を
保
ち
続
け
ら
れ
る
か
、
 

そ
の
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
く
べ
き
な
の
で
は 

な
い
か
、
岩
崎
氏
は
我
わ
れ
に
そ
う
言
い
た 

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

岩
崎
氏
は
講
演
中
、
終
始
優
し
い
笑
み
を

満面の笑顔で深き思いを 

伝える岩崎順子講師

ん
ど
い
方
は
、

つ
ら
い
思
い
を
何
度
も
繰
り 

返
し
話
さ
れ
ま
す
か
ら
。

自
分
が
、
聴
い
て
も
ら
う
事
で
回
復
し
て 

い
っ
た
人
が
、
や
が
て
い
つ
か
、
悩
み
を
抱 

え
た
人
の
話
を
聴
く
側
に
な
っ
て
い
く
こ
と 

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

悩
み
を
抱
え
た
人
と
聴
く
側
の
人
。
見
る 

角
度
を
か
え
る
と
…
、
悩
み
を
抱
え
た
人
が
、
 

聴
く
側
の
人
間
に
対
し
て
、
「
あ
り
の
ま
ま 

に
聴
く
こ
と
、
待
つ
こ
と
」

の
学
び
を
与
え 

て
く
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

二
、

「
い
の
ち
」
は
受
け
継
が
れ
て
い
く
、

と
い
う
こ
と 

死
は
終
わ
り
で
は
な
い
こ
と
、
身
体
は
な 

い
け
れ
ど
、
人
の
心
の
中
で
、
困
難
を
乗
り 

越
え
る
智
慧
、
生
き
る
力
と
な
っ
て
生
き
続 

け
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
。 

や
さ
し
さ
、
あ
た
た
か
さ
に
な
っ
て
そ
の

絶
や
さ
ず
穏
や
か
な
口
調
で
我
わ
れ
聴
衆
に 

語
り
か
け
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
か
え
っ 

て

「生
老
病
死
に
悩
み
苦
し
む
大
び
と
に
ど 

う
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
」
と
い
う
、
我
わ 

れ
僧
侶
へ
の
厳
し
い
宿
題
を
い
た
だ
い
た
も 

の
と
感
じ
て
い
る
。

人
の
心
を
癒
し
て
い
く
と
き
、

い
の
ち
は 

受
け
継
が
れ
て
い
き
、
死
は
決
し
て
終
わ 

り
で
は
な
い
。

そ
の
受
け
継
ぎ
、
受
け
継
が
れ
て
い
く 

い
の
ち
を
大
切
に
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ 

と
を
、
誰
に
で
も
わ
か
る
や
さ
し
い
言
葉 

で
伝
え
て
い
っ
て
欲
し
い
で
す
。 

仏
縁
を
い
た
だ
い
て
お
ら
れ
る
青
年
僧 

の
方
が
た
が
心
を
尽
く
し
て
く
だ
さ
る
こ 

と
で
、
救
わ
れ
る
方
が
き
っ
と
た
く
さ
ん 

居
ら
れ
る
と
思
い
ま
すQ 

〇

傾

聴

の

基

本(

武
蔵
野
女
子
大
学
非
常 

勤

講

師•

斎
藤
利
郎
先
生) 

⑴

相
手
の
気
持
ち
に
寄
り
添
っ
て
、
ひ 

た
す
ら
聞
く
。

⑵

こ
ち
ら
の
共
感
や
関
心
を
示
す
。
相 

手
の
言
葉
の
反
復
、
話
を
盛
り
上
げ
る 

問
い
か
け
な
ど
で
。

⑶

忠
告
や
議
論
は
し
な
い
。
自
分
の
経 

験
か
ら
憶
測
し
な
い
。

⑷

相
手
の
表
情
、
態
度
か
ら
も
メ
ツ 

セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
。

⑸

沈
黙
の
時
、
相
手
が
思
い
を
巡
ら
せ 

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

無
理
に
何
か
を
言
お
う
と
し
な
い
。
 

(
※

以
上
、

三
〇
周
年
実
行
委
員
会
作
成 

当
日
配
付
資
料
よ
り
抜
粋)

ま
た
、
今
回
の
講
演
に
際
し
、
三
〇
周
年 

事
業

委
員

会
で

は

「傾
聴
」

に
主
眼
を
お
い 

た
。
そ
れ
は
、
岩
崎
氏
の
講
演
内
容
と
ま
さ 

に
合
致
す
る
も
の
で
、
講
演
を
非
常
に
充
実 

し
た
も
の
に
す
る
一
助
と
な
っ
た
。
実
際
に
、
 

講
演
会
に
引
き
続
き
行
わ
れ
た
質
疑
応
答
で 

は
、
参

加

者

か

ら

「傾
聴
」

に
つ
い
て
の
さ 

ま
ざ
ま
な
質
問
が
な
さ
れ
て
い
た
。

懇

親

会

東
大
寺
で
の
全
日
程
を
終
え
、
午
後
六
時 

よ
り
奈
良
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
ニ
階•

鳳
凰
の 

間
に
場
所
を
移
し
て
懇
親
会
が
催
さ
れ
た
。
 

ま
ず
今
大
会
実
行
委
員
長
・
近
連
協
会
長
の 

南
出
素
孝
師
か
ら
の
ご
挨
拶
、
引
き
続
き
山 

口
全
曹
青
会
長
よ
り
の
御
礼
の
言
葉
、
そ
し 

て

会

場(

東
大
寺
大
仏
殿)

の
使
用
を
御
快 

諾
下
さ
っ
た
東
大
寺
教
学
部
長
・
狭
川
普
文 

(

さ

が

わ

ふ

も

ん
)

老
師
の
乾
杯
と
と
も 

に
祝
宴
と
な
っ
た
。
歓
談
食
事
の
後
、
最
後 

に
近
連
協
理
事•

葛
城
天
裕
師
よ
り
の
ご
挨 

拶
で
近
畿
管
区
大
会
は
無
事
円
成
し
た
。大盛況に終わった懇親会 東大寺教学部長

狭川普文老師

SOUSEI 2005.217



委

員

会

紹

介

法

式

委

員

会

制
作
の
経
緯

今
回
の
資
料
は
元
々
、
既
に
運
営
が
開
始 

さ
れ
て
実
績
の
あ
る
全
曹
青
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

「
般
若
」

の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
一
つ
と
し
て
制

作
を
目
指
し
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
「萬 

燈
供
養
」
は
差
定
や
進
退
が
他
の
宗
門
行
持 

か
ら
異
な
る
部
分
が
多
く
、
差
定
の
説
明
を 

映
像
や
画
像
を
用
い
る
こ
と
な
く
文
章
の
み 

で
提
供
し
た
な
ら
ば
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
せ
っ

か
く
制
作
し
て
も
内
容
が
正
し
く
伝
わ
ら 

ず
、
資
料
の
充
実
に
は
ほ
ど
遠
い
物
に
な
る 

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
編
集 

さ
れ
た
大
量
の
映
像
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の 

コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
提
供
し
て
も
、
ブ
ロ
ー 

ド
バ
ン
ド(
広
帯
域
・
大
容
量
高
速
通
信)

の 

通
信
基
盤
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
所
で
は 

視
聴
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
、
 

む

し
ろD
V
D

やC
D

で
提
供
し
た
方
が 

現
実
的
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
結
果
、
平
成 

十
五
年
末
頃
か
ら
そ
れ
ら
の
大
容
量
媒
体
を 

用
い
て
映
像
や
資
料
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー 

タ
を
制
作
・
実
費
頒
布
す
る
こ
と
に
方
針
が 

変
更
さ
れ
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
各
委
員
に
よ
っ
て
収
集
さ 

れ
た
資
料
映
像
は
法
要
全
体
の
雰
囲
気
を
伝 

え
る
た
め
に
撮
影
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
 

例
え
ば
導
師
の
上
殿
や
殿
行
の
運
歩
な
ど
の 

極
め
て
特
異
的
な
差
定
の
詳
細
は
映
像
資
料 

と
し
て
確
保
で
き
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た 

た
め
、
緊
急
に
撮
影
す
る
必
要
が
生
じ
て
ま 

い
り
ま
し
た
。

当
日
の
撮
影

そ
こ
で
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
に
、

教
区
内
で
萬
燈
供
養
が
行
わ
れ
て
お
り
萬
燈 

供
養
実
施
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て
お
ら
れ
る 

神
奈
川
第
二
宗
務
所
の
倫
勝
寺
様(

御
住
職• 

馬
場
義
実
老
師)

に
場
所
を
お
借
り
し
て
萬 

燈
供
養
の
進
退
の
詳
細
を
撮
影
す
る
こ
と
に 

な
り
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
近
隣
の
教
区
御 

寺
院
様
か
ら
は
尾
崎
正
善
師•

篁

保

雄

師

・
 

関
水
博
道
師
、
そ
し
て
大
本
山
總
持
寺
か
ら 

は
木
村
尚
徳
師
、
当
法
式
委
員
会
か
ら
は
委 

員

長

始

め

五

名(

清
水•

松
永•

田
中•

貝
野
・
 

荒
木)

、
講
師
の
亀
野
哲
也
師
、
菅
原
研
洲
師 

に
御
随
喜
を
い
た
だ
き
、
そ
し
て
菅
原
師
の 

紹
介
で
駒
澤
大
学
仏
教
研
修
館
竹
友
寮
寮
生 

四
名
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

当
日
、
撮
影
に
あ
た
り
以
下
の
通
り
の
配 

役
と
な
り
ま
し
た
。
大
導
師
を
荒
木
委
員
が 

勤
め
、
以
下
納
経
師
に
清
水
委
員
長
、
検
経
師 

に
関
水
師
・菅
原
師
が
就
き
、
堂
行
に
馬
場
老 

師
、
送
迎
兼
殿
行
に
木
村
師
と
篁
師
、
殿
行
に 

松
永
委
員•

田
中
委
員
、
両
班
は
尾
崎
師
と
竹 

友
寮
寮
生
に
勤
め
て
い
た
だ
き
、
撮
影
と
進 

行
を
亀
野
師
が
勤
め
撮
影
に
入
り
ま
し
た
。
 

何
分
特
異
な
法
要
で
も
あ
り
配
役
の
任
に 

当
た
っ
た
委
員
が
慣
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ 

り
、
先
に
挙
げ
た
特
異
的
な
進
退
は
繰
り
返 

し
繰
り
返
し
収
録
さ
れ
ま
し
た
。
四
導
師
の 

上
殿
か
ら
始
ま
り
、
東
西
の
殿
行
が
タ
イ
ミ 

ン
グ
を
合
わ
せ
必
箇
所
で
は
、
撮
影
し
て
は 

ダ
メ
出
し
が
な
さ
れ
、
打
ち
合
わ
せ
し
て
再 

度
の
撮
影
と
、
延
々
と
繰
り
返
す
こ
と
に
な 

り
ま
し
た
。
た
だ
、
萬
燈
供
養
に
慣
れ
て
お 

ら
れ
る
馬
場
老
師
の
的
確
な
ご
指
示
と
教
区 

の
御
寺
院
様
方
の
ご
支
援
に
よ
っ
て
、
撮
影 

は
夕
刻
、
日
が
暮
れ
て
か
ら
終
了
と
な
り
ま 

し
た
。

編
集
作
業

無
論
こ

れ

だ
け
で

『D
I
G
I

そ
う
せ
い 

〜
萬
燈
供
養
の
手
引
き
〜
』
が
出
来
る
わ
け
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で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
ま
だ
最
初
の
段 

階
が
終
了
し
た
ば
か
り
と
言
え
ま
し
よ
う
。
 

延
々
と
続
く
編
集
作
業
が
待
っ
て
い
る
の
で 

す
。
今
回
は
限
ら
れ
た
予
算
内
で
の
制
作
で 

し
た
の
で
、
皆
さ
ま
に
お
届
け
し
た
も
の
の 

基
本
は
、
全
て
委
員
会
内
で
作
成
し
て
お
り 

ま
す
。

つ
ま
り
、
家
庭
用
パ
ソ
コ
ン
で
あ
っ 

て
も
、
技
術
が
あ
れ
ば
、
制
作
可
能
で
あ
る 

と
言
え
ま
し
よ
う
。

こ
の
段
階
か
ら
は
パ
ソ 

コ
ン
に
該
博
な
知
識
と
高
度
な
技
術
を
有
す

る
亀
野
師
の
手
を
煩
わ
せ
ま
し
た
。
亀
野
師 

よ
り
数
度
に
わ
た
り
試
作
版
が
各
委
員
へ
配 

布
さ
れ
、
検
討
が
加
え
ら
れ
、
よ
う
や
く
皆 

さ
ま
の
お
手
元
へ
お
届
け
す
る
こ
と
が
出
来 

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
今
年
度
の
総
会
が
終 

わ
っ
た
後
、
お
盆
が
過
ぎ
て
か
ら
で
し
た
。
 

実
際
に
萬
燈
供
養
を
修
行
さ
れ
て
い
る
御 

寺
院
様
で
は
、
大
施
食
会
と
し
て
実
施
し
て 

お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
確
認
さ
れ
、
し
た 

が
っ
て
当
委
員
会
で
も
多
く
の
施
食
会
が
開

催
さ
れ
る
八
月
の
お
盆
前
後
ま
で
に
完
成
・ 

頒
布
す
る
こ
と
を
目
標
に
作
業
を
行
っ
て
ま 

い
り
ま
し
た
が
、
僅
か
の
差
で
そ
れ
を
果
た

せ
な
か
っ
た
の
が
無
念
で
あ
り
、
今
回
の
作 

業
の
大
き
な
反
省
点
と
な
り
ま
し
た
。

萬燈嬢養の手引き

制5期钿曹满宗青年会法式委員会

昨
年
、
当
法
式
委
員
会
か
ら
実
費
頒
布 

で
お
届
け
し
ま
し
たD
V
D
 • C
D

『D 

I
G
I

そ
う
せ
い
〜
萬
燈
供
養
の
手
引
き 

〜
』

で
す
が
、
多
く
の
皆
さ
ま
に
ご
購
入 

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

評
価
を
い
た
だ
い
た
ご
意
見
、
ま
た
問
題 

点
を
指
摘
さ
れ
る
ご
意
見
等
多
く
の
反
響 

を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
当
委
員
会
で
気 

に
な
り
ま
し
た
の
は
、
多
く
の
方
か
らD
 

V
D

の
み
を
評
価
す
る
声
を
い
た
だ
い
た 

こ
と
で
す
。
確
か
に
、
当
初
の
宣
伝
がD
V
 

D
の
映
像
に
基
づ
く
差
定
集
と
し
て
紹
介 

す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
た
こ
と
も
あ 

り
、
そ
の
よ
う
な
反
響
に
な
っ
た
の
だ
と 

思
う
の
で
す
が
、
元
も
と
当
委
員
会
で
は 

皆
さ
ま
の
御
自
坊•

師
寮
寺
で
行
っ
て
い

た
だ
く
手
引
き
と
し
て
制
作
し
、
そ
の
た 

め
に
必
要
な
申
込
書
類
や
、
法
要
解
説
の 

基
本
な
ど
の
具
体
的
な
必
要
資
料
を
、
同 

封
さ
れ
たC
D

に
ま
と
め
て
お
り
ま
す
。
 

つ
き
ま
し
て
は
、
萬
燈
供
養
を
実
際
に 

行
っ
て
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
是
非C
D
 

も
ご
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
く
改
め
て
ご 

案
内
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、C
D

の
具 

体
的
な
内
容
は
以
下
の
通
り
で
す
。
 

•

萬
燈
供
養
の
歴
史 

•

差

定

例•

基
本
進
退 

•

準
備
物
・
文
書
類

•

法
要
事
例
の
紹
介

昨
年
多
く
の
皆
さ
ま
か
ら
ご
購
入
い
た 

だ
い
た
同
手
引
き
で
す
が
、
ま
だ
若
干
の 

残
部
が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
度
の
施
食 

会
な
ど
で
萬
燈
供
養
の
実
施
を
考
え
て
お 

ら
れ
る
方
は
、
是
非
ご
検
討
い
た
だ
き
左 

記
申
込
先
に
ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま 

【申
込
先
】

〒
六
九
二
—
〇
〇
五
三

島
根
県
安
来
市
沢
町
六
八
五

地

福

寺

内

大

坂

恵

司 

F
A
X

〇
八
五
四
—
ニ
ニ
—
四
四
六
〇 

価

格

一

部

一

、
〇
〇
〇
円(

送
料
別
途)

「全
国
の
皆
さ
ま
か
ら
の
情
報
に
基
づ
き
、
 

従
来
全
国
的
に
知
ら
れ
ず
、
差
定
集
で
も 

対
応
し
て
い
な
か
っ
た
法
要
を
取
り
上
げ

田

中

圭

春
 

(

兵
庫
県
第
二 

宗
務
所
青
年
会)

「
曹
青
の
活
動
を
通
じ
て
私
自
身
多
く
の 

こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
」

飯

田

法

雄
 

(

埼
玉
県
第
一 

宗
務
所
青
年
会)

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

「
委
員
会
な
ら
び
に
諸
先
輩
方
の
手
助
け 

が
で
き
る
よ
う
微
力
な
が
ら
努
め
た
い
と 

思
い
ま
す
。
」

副
委
員
長 

松

永

寛

道
 

(

静
岡
県
第
一 

宗
務
所
青
年
会)

「
お
蔭
さ
ま
で
、
新
た
に
さ
ま
ざ
ま
な
ご 

縁
を
結
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と 

を
、
只
々
感
謝
す
る
次
第
で
す
。
」

荒

木

道

宗
 

(

北
海
道
第
一 

宗
務
所
青
年
会)

「
全
国
の
青
年
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に 

接
す
る
こ
と
が
出
来
、
大
変
勉
強
に
な
り 

ま
し
た
。
」

宮

川

敬

之

(

鳥
取
県
青
年
会)

「各
法
要
儀
礼
に
関
す
る
文
献
的
な
考
察 

等
を
中
心
に
、
微
力
な
が
ら
尽
力
い
た
し 

ま

す

」

貝

野

元

丈

(
曹
洞
宗

石
川
県
青
年
会)

「
委
員
長
は
じ
め
諸
先
輩
方
の
ご
指
導
の 

元
、
精
進
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
」
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記
念
イ
ベ
ン
ト
に
先
駆
け
、
平
成
十
六
年 

三
月•

六
月•

九
月
各
一
泊
二
日
全
三
回
に
わ 

た
り
「
正
法
眼
蔵
参
学
会
」
を
開
催
し
た
。
そ 

れ
は
道
元
禅
師
七
百
五
十
回
大
遠
忌
に
掲
げ

里

善

—

養
二
十
五U
蕾

念

イ
ベ
ン
ト
軍

る

し
大
衆
と
の
接
点
を
見
つ
め
直
し
、
そ
の
中 

で
青
年
宗
侶
の
可
能
性
を
模
索
し
、

「
ふ
れ 

あ
い
と
感
動
」
を
多
く
の
方
に
体
験
し
て
い 

た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
平
成
十
六
年
十
一

「
ア
ツ
キ
ヨ
」
の
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
。

ロ
ビ
ー 

で
は
日
頃
当
会
と
親
交
の
あ
る
団
体
に
よ
る 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
シ
ョ
ッ
プ
が
開
か
れ
、
菩
薩 

行
の
一
端
を
垣
間
見
て
い
た
だ
く
と
共
に
、

障
害
者
の
方
が
た
を
お
招
き
し
、
共
に
生
き 

る
勇
気
を
共
有
し
た
。
残
念
な
が
ら
禅
文
化 

展
は
中
越
地
震
の
影
響
に
よ
り
中
止
さ
れ
た 

が
、
そ
の
思
い
は
伝
わ
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。

20SOUSEI 2005.2

ら
れ
た
「慕
古
心
」
の
具
現
と
自
己
の
参
究
を

月
三
日
新
潟
テ
ル
サ
を
会
場
に
「
ハ
ー
ト
フ

諮
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
駒
澤
短
期
大
学
教 

授•

角
田
泰
隆
先
生
を
拝
請
し
、

「菩
提
薩
展 

四
摂
法•

礼
拝
得
髄•

発
菩
提
心
」
を
講
義
提 

唱
い
た
だ
い
た
ほ
か
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
読
誦
・
 

拝
書
を
行
い
、
よ
り
『
正
法
眼
蔵
』
に
親
し
め 

る
参
学
会
と
し
た
。
ま
た
読
誦C
D
 
•

読
誦 

聖
典(

経
本)
•

講
義
録
の
製
作
を
行
い
、
日 

頃
よ
り
触
れ
る
機
会
を
増
や
す
よ
う
に
、
ま 

た
そ
の
威
神
力
を
も
っ
て
、
さ
ら
に
他
の
巻 

に
進
め
る
よ
う
考
え
た
。

こ
の
参
学
会
を
通

ル
フ
ェ
ス
タ
ゼ
ン
」
と
題
し
昼
夜
二
回
公
演 

さ
れ
た
。

メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
市
民
一
〇
〇
人
で
つ 

く
る
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
「ブ
ッ
ダ
」

で
は
、

一
 

般
公
募
に
よ
り
選
ば
れ
た
素
人
の
方
が
た
が 

四
ケ
月
、

一
五
〇
時
間
の
練
習
を
積
み
、
新 

た
に
制
作
さ
れ
た
脚
本•

演

出•

曲
•

振
付
に 

よ
っ
て
、
釈
迦
の
半
生
を
描
き
、
「成
道
」
に 

い
た
る
苦
悩
と
釈
迦
の
慈
悲
を
表
現
し
、
禅 

の
奥
深
さ
を
訴
え
た
。
ま
た
青
年
宗
侶
と
一

※

出
演
者
の
談

「
ブ
ッ
ダ
」

は
、
不
思
議
な
作
品
で
あ 

り
ま
し
た
。
一
言
で
表
現
す
れ
ば
、
「ご
縁
」 

と
い
う
言
葉
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
皆
、
 

ブ

ッ

タ

の

「悟
り
」
、
「慈
悲
」
と
い
う
壮 

大
な
テ
ー
マ
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら 

な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
渦
中
に
発
生
し
た 

災
害
…
。
す
ぐ
そ
こ
で
、
沢
山
の
県
民
が 

苦
し
ん
で
い
る
最
中
で
の
稽
古
で
す
。
複

雑
な
思
い
を
か
か
え
、
た
く
さ
ん
考
え
、
 

話
し
合
い
、
祈
り
に
近
い
気
持
ち
で
本 

番
を
迎
え
ま
し
た
。
観
客
か
ら
最
高
の
感 

想
も
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

こ
の
舞
台
が 

私
た
ち
出
演
者
に
と
り
、
ど
ん
な
に
大
き 

な
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
も
の
で
あ
っ
た 

か
。
共

に

生
き

る
私

達
「
ふ
れ
あ
い
」
を 

感
じ
合
え
る
喜
び
に
感
謝
し
ま
す
。

じ
て
、
参
加
者
は
宗
侶
と
し
て
の
「安
心
」
と 

「拠
り
所
」
を
発
見
し
た
も
の
と
思
う
。
 

そ
し
て
記
念
イ
ベ
ン
ト
は
、
禅
文
化
を
通

般
出
演
者
と
の
交
流
は
有
意
義
で
、
新
た
な 

布
教
の
可
能
性
を
感
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

そ
の
他
に
一
人
が
聴
覚
障
害
を
持
つ
デ
ュ
オ



第

二

十

九

回

曹

洞

宗

青

年

会

東

北

地

方

集

会

「
宮

城

大

会

」 

- 

併

催
 

宮

城

県

曹

洞

宗

青

年

会

創

立

三

十

五

周

年

記

念

式

典

昨
年
十
二
月
三
日
、
第
二
十
九
回
曹
洞 

宗
青
年
会
東
北
地
方
集
会
「宮
城
大
会
」
・
 

宮
城
県
曹
洞
宗
青
年
会
創
立
三
十
五
周
年 

記
念
式
典
が
仙
台
サ
ン
プ
ラ
ザ
を
会
場
に 

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

挨拶する宮曹青 

奥野昭典会長

宮
曹
青
第
十
ハ
期
の
テ
ー
マ
「
願
わ
く 

は
、
衆
生
と
と
も
に
」
を
大
会
テ
ー
マ
に
、
 

講
演
会
の
演
題
を
「
心
に
あ
か
り
を
灯
す 

も
の
」
と
題
し
て
、
文
化
庁
長
官
河
合
隼
雄 

先
生
に
、
現
代
社
会
の
大
き
な
問
題
で
あ 

る
〃
心
の
あ
り
方"

に
つ
い
て
の
講
演
を
い 

た
だ
き
ま
し
た
。
河
合
先
生
は
、
京
都
大
学

理
学
部
数
学
科

開

催

報

告

文
化
庁
長
官
河
合
隼
雄
先
生
講
演
会

「心
に
あ
か
り
を
灯
す
も
の
」

記念式典絡子伝達

宮城大会記念写真

を
卒
業
さ
れ
臨 

床
心
理
学
者
と 

し
て
カ
ウ
ン
セ 

リ
ン
グ
の
現
場 

か
ら

心

理
学

、
 

教

育

学

を

つ 

く
り
あ
げ
た
方 

で
、
こ
れ
か
ら 

の
地
域
社
会
の 

あ

り

方-

家
族 

の
あ
り
方
、
更 

に
は
、
地
域
に 

お

け

る

お

寺. 

青
年
僧
侶
と
し 

て
の
役
割
等
の 

お
話
を
聞
く
こ 

と
が
出
来
ま
し 

た
。

先
生
は
開
口 

一
番
に
〃
師
走
の
時
期 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
ん
な
に
た
く
さ
ん 

お
集
り
い
た
だ
い
て
責
任
が
重
い
と
思
っ 

て
お
り
ま
す
。
私

は

関

西

人(

兵
庫
県
出 

身)

な
の
で
夢
中
に
な
る
と
関
西
弁
に
な 

る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
出
来
る
だ 

け
標
準
語
で
お
話
し
す
る
よ
う
に
努
力
し 

ま
す"

と
お
断
り
さ
れ
て
講
演
が
始
ま
り 

ま
し
た
。

「
私
は
、

一
般
の
方
の
悩
み
と
か
苦
し 

み
と
か
話
を
聞
い
た
り
、
相
談
を
受
け
た 

り
す
る
こ
と
を
本
来
の
仕
事
と
し
て
、
時 

に
は
子
ど
も
さ
ん
の
夜
尿
症
で
困
っ
て
い 

る
と
い
う
方
か
ら
、
八
十
過
ぎ
た
お
年
寄 

り
の
方
ま
で
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
。
 

あ
る
女
性
を
幾
度
と
な
く
カ
ウ
ン
セ 

リ
ン
グ
し
て
い
た
あ
る
日
〃
先
生
を
ゴ
ミ 

箱
代
り
に
、

い
ろ
ん
な
悩
み
を
聞
い
て
も 

ら
っ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
〃
と 

言
わ
れ
、
〃
ゴ
ミ
は
い
く
ら
で
も
持
っ
て
来 

て
下
さ
い
。
中
に
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
混 

じ
っ
て
い
る
時
も
あ
る
か
ら
、

こ
の
仕
事 

は
や
め
ら
れ
ま
せ
ん
…
と
答
え
ま
し
た" 

と
先
生
、
暗
や
み
の
中
を
共
に
歩
い
て
い 

る
の
で
す
か
ら
、

つ
ら
い
相
談
を
受
け
て 

い
る
時
期
は
、
前
夜
は
き
ち
ん
と
食
事
を

講演する

河合隼雄先生

取
っ
て
早
く
寝
て
、
私
自
身
の
体
調
を
整 

え
て
相
談
者
と
面
接
し
ま
す
。
」 

「本
気
に
な
っ
て
事
に
あ
た
れ
ば
お
互 

い
に
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
、
す
る
こ
と 

が
解
っ
て
き
て
、
逃
げ
て
ば
か
り
い
た
自 

分
に
気
が
つ
い
て
、
前
向
き
に
取
り
組
め 

る
よ
う
に
な
る
。
ま
さ
に
心
に
あ
か
り
が 

灯
る
ま
で
辛
抱
す
る
、
そ
し
て
ち
ゃ
ん
と 

見
よ
う
と
す
る
な
ら
周
り
の
余
計
な
も
の 

を
消
し
て
み
る
と
、
本
当
に
見
よ
う
と
し 

て
い
る
あ
か
り
が
自
分
の
心
の
中
に
見
え 

て
く
る
と
思
い
ま
す
」
と
語
り
、
ご
自
身
の 

子
ど
も
時
代(

昭
和
三
年
生
ま
れ)

—
物
が 

な
い
時
代
—

の
家
族
関
係
、
特
に
父
親
の 

些
細
な
言
動
が
、
子
育
て
の
偉
大
な
原
動 

力
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
物
資
が
豊
か
な 

時
代
は
〃
心
〃
を
使
わ
な
い
で
お
金
を
使
う 

親
が
多
い
と
嘆
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
 

経
済
成
長
の
中
だ
か
ら
こ
そ
〃
心
〃
を 

使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
子
ど
も
に
感 

動
を
持
た
せ
る
た
め
に
は
大
人
が
〃
心
〃
を 

使
う
こ
と
、
そ
し
て
〃
心
〃
を
使
っ
て
ぶ
つ 

か
っ
て
み
る
こ
と
、

一
人
ひ
と
り
の
心
の 

灯
火
で
、
ま
ご
こ
ろ
の
あ
か
り
を
照
ら
し 

て
下
さ
い
。
」
と
話
さ
れ
マ
イ
ク
を
置
か 

れ
ま
し
た
。

終
始
温
顔
で
、
真
心
込
め
て
お
話
し
な 

さ
る
先
生
と
時
代
を
共
有
し
た
年
代
の
方 

が
た
が
、
大
き
く
う
な
ず
い
て
お
ら
れ
る 

姿
が
印
象
的
で
し
た
。

開
口 

一
番
に
「
夢
中
に
な
る
と
関
西
弁 

…
」
と
言
わ
れ
た
先
生
は
、
話
し
始
め
て
す 

ぐ
に
関
西
弁
と
な
り
、
温
も
り
が
伝
わ
っ

て
来
て
〃
心
”
が
あ
た
た
か
く
な
り
ま
し
た
。
 

こ

の

講

演

会

に

は

、

各

県

青

年

会 

員
・
来
賓-

寺

族

会•

婦

人

会•

特
別
会 

員
•

一
般
来
場
者
合
わ
せ
て
約
一
五
〇
〇 

名
の
参
加
者
が
あ
り
、
た
い
へ
ん
貴
重
な 

内
容
の
講
演
会
と
な
り
ま
し
た
。

真剣に聴き入る大勢の来場者

東

北

地

方

集

会

「宮
城
大
会
」
記
念
式
典 

〕

講
演
会
後
、
東
北
地
方
集
会
記
念
式
典 

が
青
年
会
員•

来
賓
の
約
一
七
〇
名
が
参 

集
し
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

「
現
代
社
会
は
、
環
境
破
壊
や
戦
争
な 

ど
の
不
安
要
素
が
内
在
し
て
お
り
ま
す
。
 

一
方
、
国
内
に
眼
を
向
け
れ
ば
、
生
き 

る
す
べ
を
失
い
、
自
ら
命
を
絶
つ
方
が
た 

が
年
間
三
万
人
を
超
え
、
ま
た
は
犯
罪
の 

凶

悪

化•

低
年
齢
化
、
人
権
問
題
、
引
き 

こ
も
り
等
々
の
問
題
、
さ
ら
に
は
、
幼
子

た
ち
が
犠
牲
に
な
る
痛
ま
し
い
事
件
が
後 

を
絶
ち
ま
せ
ん
。
こ
こ
ろ
の
荒
廃
と
い
う 

よ
り
も
、
社
会
の
あ
り
方
さ
え
も
が
問
わ 

れ
、
看
過
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
と
思
い 

ま
す
。

そ
の
中
で
、
私
た
ち
は
、
こ
の
現
実
を
し
っ 

か
り
と
見
据
え
、
い
ま
何
が
で
き
て
、
何
を 

し
た
ら
良
い
の
か
を
真
摯
に
学
び
、
具
体 

的
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い 

ま
す
。
」(

大
会
趣
意
書
よ
り
一
部
抜
粋) 

河
合
先
生
の
講
演
は
、
釈

尊

の

「自
灯 

明•

法
灯
明
」
を
実
践
す
る
ヒ
ン
ト
を
お
話 

し
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。
 

こ
の
宮
城
大
会
が
、
青
年
宗
侶
が
時
代 

の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
布
教
活
動
の
〃
と
も 

し
び
〃
と
な
っ
た
こ
と
を
信
じ
、
各
青
年 

会
と
と
も
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
〃
あ
か
り" 

を
灯
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

結
び
に
、
「
宮
城
大
会
」

に
際
し
ま
し 

て
、
ご
講
演
を
頂
い
た
河
合
隼
雄
先
生
は 

じ
め
、
ご
来
賓
の
諸
老
師
様•

ご
出
席
の 

各
県
青
年
会
の
皆
様
、
講
演
会
来
場
の
方 

が
た
、
ご
協
力
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
皆 

様
方
に
紙
面
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上 

げ
ま
す
。
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愛知中学•高等学校 

の取り組み

沿

革

教
育
理
念

曹

洞

宗•

宗
立
学
校
と
し
て
の
本
校
は
、
 

宗
祖
道
元
禅
師
の
教
え
に
従
い
、
仏
教
精
神
、

愛知中学•高等学校所在地

〒464 - 8520愛知県名古屋市千種区光が丘2丁目11番41号

TEL 052 - 7211521（代表）FAX 052 - 721-1692
ホームページアドレス http://www.home.aichi-h.ed.jp/

愛

知

中

学•

高
等
学
校
は
、

明
治
九
年 

五
月
に
名
古
屋
市
中
区
大
須
大
光
院
に
曹 

洞
宗
専
門
学
支
校
と
し
て
開
設
さ
れ
、
明
治 

三
十
五
年
七
月
に
曹
洞
宗
第
三
中
学
林
と
改 

称
、
大
正
十
四
年
中
学
校
令
に
よ
り
愛
知
中 

学
校
開
設
、
昭
和
二
十
三
年
に
は
愛
知
高
等 

学
校
お
よ
び
定
時
制
高
校
を
開
設
し
、
愛
知 

学
院
と
総
称
、
昭
和
二
十
五
年
に
は
短
期
大 

学
を
、
昭
和
二
十
八
年
に
は
愛
知
学
院
大
学 

を
創
設
し
た
。
昭
和
四
十
二
年
四
月
か
ら
現 

在
の
名
古
屋
市
千
種
区
光
が
丘
校
舎
に
移
転 

し
、
昨
年
十
月
に
は
創
立
百
二
十
八
周
年
を 

迎
え
た
。
中•

高
一
貫
コ
ー
ス
の
六
力
年
コ
ー 

ス
と
、
高
校
か
ら
の
三
力
年
コ
ー
ス
が
あ
り
、
 

中
学
校
は
今
年
度
か
ら
「
男
女
共
学
」
と
な 

り
、
高
校
も
来
年
度
か
ら
「
男
女
共
学
校
」 

と
し
て
出
発
す
る
。

特
に
禅
的
教
養
を
も
と
に
し 

た
「行
学
一
体•

報
恩
感
謝
」 

の
建
学
の
精
神
を
根
幹
と
し 

た
大
格
形

成
に

努

め
て

い 

る
。
「行
学
一
体
」
の

「行
」 

と
は
、
見

る•

聞
く 
•

考
え 

る
•

動
く
な
ど
、
日
常
生
活 

の
全
て
の
行
い
の
こ
と
で
あ 

り
、
「生
き
る•

生
活
す
る
」 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の 

日
常
生
活
の
中
で
何
を
吸
収 

し
学
び
と
る
か
は
、
と
て
も

大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
私
達
は
学
ん 

だ
こ
と
を
実
践
し
、
理
想
に
向
か
っ 

て
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
「賢
さ
」 

を
培
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の 

よ
う
に
、
学
ぶ
こ
と
と
生
活
す
る
こ 

と
は
別
べ
つ
の
こ
と
で
は
な
い
。
「報 

恩
感
謝
」
の
「報
恩
」
と
は
、
元
も
と
、
 

大
か
ら
受
け
た
恩
に
対
し
て
報
い
る 

こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ 

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
天

地
自
然•

親 

や
社
会
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る 

私

達

の

「
生

命
(

い
の
ち)

」
を
想
い
、

こ 

の
よ
う
に
沢
山
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
我
わ 

れ
が
、
周
り
の
全
て
の
も
の
に
対
す
る
「
思 

い
や
り
の
心
」
を
実
践
し
て
い
こ
う
と
い
う 

の
で
あ
る
。
本
校
で
は
、

こ

の

よ

う

に

「
賢 

さ
と
思
い
や
り
の
心
」
を
持
っ
た
、
社
会
に 

役
立
つ
大
間
の
育
成
を
目
指
し
、

つ
ぎ
の
よ 

う
な
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。

一
、
教
師
と
生
徒
の
心
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切 

に
し
、
中
•

高
•

大
一
貫
教
育
を
推
進 

す
る
と
と
も
に
、
学
力
の
向
上
を
重
視 

し
、
各
自
の
能
力
・
適
性
に
応
じ
た
密 

度
の
濃
い
教
育
を
推
進
し
て
、
そ
れ
ぞ 

れ
の
志
望
に
応
じ
た
進
路
の
実
現
を
目 

指
す
。(

知)

二
、

「
一
大
ひ
と
り
か
け
が
え
の
な
い
存
在 

で
あ
る
」

こ
と
を
自
覚
し
、
豊
か
な
情 

操
を
育
て
、
思
い
や
り
の
心
を
育
て
る
。
 

な
ご
や
か
さ
の
な
か
に
も
規
律
正
し
い 

学
校
生
活
を
通
じ
て
、
基
本
的
な
生
活 

習
慣
を
身
に
つ
け
た
自
律
あ
る
人
間
を 

育
て
る
。(

徳) 

三
、
充
実
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
を
利
用
し 

て
、

ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
の
諸
活
動
を
通

じ
、
豊
か
な
心
と
健
全
な
身
体
を
養
う
。

(

体)

ま
た
、
本
校
で
は
情
操
教
育
の
大
切
さ
を 

思
い
、

「
宗
教
情
操
部
」
を
指
導
部
長
の
下 

に
置
い
て
、
校
内
外
の
清
掃
や
挨
拶
運
動
、
 

最
近
問
題
と
な
っ
て
い
る
ゴ
ミ
分
別
運
動
や 

募
金
活
動
な
ど
を
展
開
し
て
い
る
。
 

宗
教
的
行
事-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

毎
週
一
回
、
月
曜
日
〜
木
曜
日
に
か
け
て 

高
三
〜
高
一
年
、
中
学
全
学
年
を
講
堂
に
集 

め

「
講
堂
礼
拝
」
を
実
施
し
て
い
る
。
「
三 

帰
礼
文
」
を
唱
え
、
心
静
か
に
座
り
、
校
長 

先
生
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
る
。
 

毎
昼
食
時
に
は
、
「食
事
訓(

五
観
の
偈)

」 

を
合
掌
唱
和
し
、
感
謝
の
心
で
食
事
を
い
た 

だ
く
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。

ま
た
、
年
間
の
宗
教
的
行
事
と
し
て
は
、
 

「
二
祖
三
仏
忌
」

の
式
典
を
挙
行
し
、

「
釈 

尊
降
誕
会
」

で
は
、
花
見
堂
を
出
し
て
灌
仏 

を
、

「涅
槃
会
」

で
は
、
涅
槃
図
を
掲
げ
、
 

特

に

「成
道
会
」

に
お
い
て
は
、
本
校
講
堂 

に
お
い
て
講
師
を
招
い
て
講
演
会
を
催
し
て 

い
る
。
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蹴後を嘉犠
宗教教育における 
現代社会へのアプローチ

入
学
し
た
て
の
一
学
期
に
高
校
一
年
生 

は
、
永
平
寺
一
泊
参
禅
研
修
に
全
員
参
加
さ 

せ
、
道
元
禅
師
の
教
え
を
学
び
、
本
山
で
の 

生
活
を
体
験
さ
せ
て
い
る
。
本
校
は
、
入
学 

時

に

「親
子
入
学
」

で
あ
る
こ
と
を
説
明
し 

て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
の
経
験
す
る
永
平
寺 

で
の
参
禅
を
父
母
に
も
体
験
し
て
い
た
だ
け 

る
よ
う
に
、
希
望
者

に

対

し
て

「父
母
永
平 

寺
参
禅
研
修
」
も
実
施
し
て
い
る
。
 

「高
祖
降
誕
会
」•

「太
祖
降
誕
会
」
に
は
、
 

朝
礼
時
に
法
話
を
放
送
で
聞
か
せ
て
い
る
。
 

宗
教
教
育-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

中

学
•

高
校
と
週
一
時
間
「宗
教
」
の
時
間 

が
あ
り
、
適
宜
坐
禅
の
時
間
を
設
け
な
が
ら
、
 

生
か
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
の
生
活
を
振
り
返 

り
つ
つ
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
の
人
び
と
の
信 

仰
生
活
や
宗
教
の
必
要
性•

大
切
さ
を
話
し 

て
い
る
。
『仏
教
概
論
』(

曹
洞
宗
宗
務
庁
刊) 

を
使
用
し
て
、
釈
尊
の
ご
生
涯
と
そ
の
教
え
、

高
祖
道
元
禅
師
、
太
祖
瑩
山
禅
師
の
教
え
な 

ど
を
分
か
り
や
す
く
教
え
て
い
る
。
授
業
の 

始
め
に
は
『般
若
心
経
』
を
読
誦
し
、
暗
唱
で 

き
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
が
、
中
学
生
は
、
 

講
堂
礼
拝
時
に
も
唱
え
て
お
り
高
校
生
よ
り 

も
早
く
覚
え
て
し
ま
う
よ
う
だ
。
 

地
域
社
会
と
の
関
わ
り-
-
-
-

 

地
域
社
会
に
対
し
て
は
、
平
成
十
四
年
度 

か
ら
週
完
全
五
日
制
と
な
り
、
第
一 
•

第
三 

土
曜
日
を
活
用
し
て
「土
曜
講
座
」
が
年
間 

十
回
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
午
前
中 

の

ニ

タ

ー

ム(

各
九
十
分)

に
、
趣
味
的
な 

も
の
・
教
養
的
な
も
の•

ア
ウ
ト
ド
ア
的
な 

も

の•

講
習
的
な
も
の
な
ど
、
多
彩
な
講
座 

(

前
年
度
は
年
間
五
〇
〇
講
座
を
開
講)

を 

設
け
て
生
徒
だ
け
で
な
く
、
地
域
一
般
の
方 

が
た
に
も
開
放
し
、
実
施
し
て
い
る
。
そ
の 

中
で
も
、
特
に
宗
教
的
な
も
の
と
し
て
は
、
 

「
早
朝
参
禅
会
」
「坐
禅
と
お
抹
茶
に
親
し
む 

会
」

「
い
の
ち

の
風
光(

私
の
仏
教
概
論)

」

な
ど
が
あ
り
、
今
後
、
来
年
度
か
ら
の
男
女 

共
学
化
に
向
け
て
の
講
座
も
準
備
さ
れ
る
こ 

と
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
本
校
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
が 

あ
り
、
各
施
設
の
慰
問
や
街
頭
募
金
な
ど
を 

行
っ
て
お
り
、
ま
た
、
吹
奏
楽
部
や
合
唱
部 

に
よ
る
地
域
に
対
す
る
演
奏
会
や
慰
問
活
動 

な
ど
を
積
極
的
に
実
施
し
て
い
る
。
 

生

徒

達

の

「宗
教
」

に
対
す
る
反
応
は
さ 

ま
ざ
ま
で
あ
り
、
仏
壇
の
な
い
家
も
多
く
あ 

る
。
そ
し
て
、
自
分
の
家
が
何
れ
の
宗
教• 

宗
派
に
属
し
て
い
る
の
か
、
親
が
何
を
信
仰 

し
て
い
る
の
か
も
知
ら
な
い
生
徒
も
多
い
。
 

し
か
し
、
そ
れ
は
彼
ら
が
決
し
て
「宗
教
」 

に
対
し
て
無
関
心
な
の
で
は
な
く
て
、
今 

ま
で
正
し
い
知
識
と
し
て
教
え
ら
れ
て
こ
な 

か
っ
た
た
め
に
仕
方
な
い
こ
と
な
の
か
も
知 

れ
な
い
。

手
を
合
わ
せ
て
感
謝
す
る
心
を
育
む
教
育 

は
、
人
と
し
て
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
今
の 

日
本
人
が
世
界
の
人
び
と
と
も
交
わ
っ
て
い 

く
上
に
お
い
て
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る 

と
思
う
。
無
宗
教
・
無
信
仰
人
間
を
作
り
上 

げ
て
き
た
現
在
の
日
本
社
会
の
現
状
は
、
連 

日
の
痛
ま
し
い
事
件
を
見
る
に
つ
け
、

こ
れ 

で
い
い
の
か
と
誰
し
も
思
う
の
で
は
な
い
だ 

ろ
う
か
。

い
や
い
や
参
加
し
て
い
る
生
徒
達 

に
対
し
て
も
、
毎
日
の
学
校
生
活
の
中
で
幅 

広
い
宗
教
に
対
す
る
正
し
い
知
識
を
与
え
、
 

宗
教
情
操
教
育
を
通
し
て
人
間
と
し
て
生 

き
て
い
く
上
の
心
の
支
え
と
な
る
信
仰
の
確 

立
に
寄
与
す
る
こ
と
が
我
わ
れ
宗
立
学
校
で 

「
宗
教
」
を
教
え
導
く
も
の
の
使
命
で
あ
る 

と
考
え
て
い
る
。

(

文
責
・
鈴
本
紀
裕)
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基
本
的
人
権(

7
)
$
信
教
の.-=

24

は
じ
め
に

信
教
の
自
由
は
憲
法

20
条
で
保
障
さ 

れ
て
い
ま
す
。
ま
ず

20
条1
項
前
段
で 

「
信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も 

こ
れ
を
保
障
す
る
。
」

と
し
、
後
段
で 

は

「
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら 

特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を 

行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

と
定
め
、
 

続
い
て2
項

で

は

「何
人
も
、
宗
教
上 

の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参 

加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。
」
と 

定
め
、
さ
ら
に3
項

で

は

「
国
及
び
そ 

の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な 

る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。
」 

と
定
め
て
い
ま
す
。

20
条1
項
後
段
と 

3
項
は
、
国
家
と
宗
教
の
分
離
の
原
則 

(

政
教
分
離
の
原
則)

に
つ
い
て
定
め 

た
も
の
で
す
。

信
教
の
自
由
の
内
容

憲

法

20
条
に
い
う
信
教
の
自
由
に 

は
、
信
仰
の
自
由
、
宗
教
的
行
為
の
自 

由
、
宗
教
的
結
社
の
自
由
が
含
ま
れ
て 

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

信
仰
の
自
由
と
は
、
宗
教
を
信
仰
し
、
 

ま
た
は
信
仰
し
な
い
こ
と
、
信
仰
す
る 

宗
教
を
選
択
し
、
ま
た
は
変
更
す
る
こ 

と
に
つ
い
て
、
個
人
が
任
意
に
決
定
す 

る
自
由
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

こ
れ
ら 

は
個
人
の
内
心
に
お
け
る
自
由
で
あ
っ 

て
、
絶
対
に
侵
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、①

内
面
的
な
信
仰
の
自 

由
の
外
部
へ
の
表
現
で
あ
る
信
仰
告
白 

の
自
由
が
当
然
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
国 

は
、
個
人
に
対
し
て
信
仰
の
告
白
を
強 

制

し

た

り(

例
え
ば
、
江
戸
幕
府
が
キ 

リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
た
め
行
っ
た
宗
門
改 

め)

、
信
仰
に
反
す
る
行
為
を
強
制
し 

た

り

す

る

こ

と(

例
え
ば
踏
絵)

は
、
 

許
さ
れ
ま
せ
ん
し
、
宗
教
と
無
関
係
な 

行
政
上
・
司
法
上
の
要
請
に
よ
っ
て 

も
、

い
ず
れ
の
宗
教
団
体
に
属
す
る
か 

な
ど
、
個
人
に
信
仰
の
証
明
を
要
求
し 

て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま 

た
、②

信
仰
又
は
不
信
仰
の
い
か
ん
に 

よ
っ
て
特
別
の
利
益
又
は
不
利
益
を
受 

け
な
い
自
由
や
、③

両
親
が
子
ど
も
に 

自
己
の
好
む
宗
教
を
教
育
し
、
自
己
の 

好
む
宗
教
学
校
に
進
学
さ
せ
る
自
由
、
 

お
よ
び
宗
教
的
教
育
を
受
け
又
は
受
け 

な
い
自
由
も
ま
た
、
信
仰
の
自
由
か
ら 

派
生
す
る
も
の
で
す
。

宗
教
的
行
為
の
自
由
と
は
、
信
仰
に 

関
し
て
、
個
人
が
単
独
で
、
ま
た
は
他
の 

者
と
共
同
し
て
、
祭
壇
を
設
け
、
礼
拝
や 

祈
祷
を
行
う
な
ど
、
宗
教
上
の
祝
典
、
儀 

式
、
行
事
そ
の
他
布
教
な
ど
を
任
意
に 

行
う
自
由
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
宗
教 

的
行
為
を
し
な
い
自
由
、
宗
教
的
行
為 

へ
の
参
加
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
も
含 

み

ま

す
(

先
ほ
ど
の

20
条2
項
が
そ
の 

旨
を
定
め
て
い
ま
す)

。
ち
な
み
に
宗

教
上
の
教
義
を
宣
伝
・
普
及
す
る
自
由 

(

布
教
の
自
由)

は
、
直
接
に
は
表
現
の 

自
由
の
問
題
と
な
り
ま
す
。
 

宗
教
的
結
社
の
自
由
と
は
、
特
定
の 

宗
教
を
宣
伝
し
、
ま
た
は
共
同
で
宗
教 

的
行
為
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
団 

体
を
結
成
す
る
自
由
で
す
。

い
ぜ
ん
紹 

介
し
た
結
社
の
自
由(

憲
法

21
条)

の 

う
ち
で
宗
教
的
な
結
社
に
つ
い
て
は
、
 

信
教
の
自
由
の
一
部
と
し
て
も
保
障
さ 

れ
て
い
る
の
で
す
。

信
教
の
自
由
の
限
界 

先
ほ
ど
申
し
た
と
お
り
、
信
仰
の
自 

由
は
絶
対
に
侵
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い 

の
で
す
が
、
宗
教
上
の
行
為
の
自
由
は
、
 

性
質
上
外
部
へ
の
表
現
活
動
を
伴
う
も 

の
で
す
か
ら
、
信
仰
の
自
由
と
は
異
な

り
、
「
公
共
の
安
全
、
公
の
秩
序
、
公 

衆
の
健
康
も
し
く
は
道
徳
又
は
他
の
者 

の
基
本
的
な
権
利
及
び
自
由
を
保
護
す 

る
た
め
に
必
要
な
」
制
約
に
服
し
ま
す 

(

国
際
人
権
規
約

18
条)

。

し
か
し
、
安

全•

秩

序•

道
徳
と
い 

う
一
般
原
則
か
ら
安
易
に
規
制
が
許
さ 

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
言
い 

方
で
す
が
、
必
要
不
可
欠
な
目
的
を
達 

成
す
る
た
め
の
最
小
限
度
の
手
段
で
な 

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
宗
教
法 

人
法
が
、

「
個
人
、
集
団
又
は
団
体
」 

の
宗
教
上
の
行
為
の
自
由
を
制
限
す
る 

も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
つ 

つ
(

同

法1
条2
項)

、

「
法
令
に
違 

反
し
て
、
著
し
く
公
共
の
福
祉
を
害
す 

る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
行
為
を
し 

た
」

り
、

「
宗
教
団
体
の
目
的
を
著
し 

く
逸
脱
し
た
行
為
を
し
た
」
宗
教
法
人 

は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
散
を
命
ぜ
ら 

れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
定
め
て
い
る
の
も 

(

同
法

81
条1
項)

、
そ
の
趣
旨
に
解
す 

べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
動 

の
自
由
の
規
制
で
あ
る
と
は
い
え
、
内 

面
的
な
信
仰
の
自
由
に
深
く
関
わ
る
問 

題
で
あ
り
ま
す
の
で
、
慎
重
な
対
応
が 

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
 

宗
教
的
行
為
に
関
す
る
判
例 

①

牧
会
活
動
事
件

建
造
物
侵
入•

凶
器
準
備
集
合
な
ど 

の
嫌
疑
を
受
け
て
逃
走
中
の
高
校
生
二
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名
を
、
そ
の
親
の
依
頼
に
応
じ
、
教
会 

に
一
週
間
宿
泊
さ
せ
て
説
得
、
警
察
に 

任
意
出
頭
さ
せ
た
牧
師
が
、

犯
人
蔵 

匿
(

被
疑
者
を
か
く
ま
っ
た)

の
罪
に 

問
わ
れ
た
た
め
、

こ
れ
を
不
服
と
し
て 

争
っ
た
事
件
で
す
。

判
決
は
、
牧

会

活

動(

個
人
の
魂
へ 

の
配
慮
を
通
じ
て
社
会
に
奉
仕
す
る
活 

動)

は
、

「
礼
拝
の
自
由
の
一
内
容
」 

を
な
す
外
面
的
な
行
為
で
は
あ
る
が
、
 

そ
の
制
約
は
信
仰
の
自
由
を
事
実
上
侵 

す

お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、

そ
の
制
約 

は

「最
大
限
に
慎
重
な
配
慮
」
を
要
す 

る
と
し
、
「
牧
会
活
動
は
そ
の
行
為
の 

性
質
上
こ
れ
を
な
す
者
と
受
け
る
者
の 

心
対
心
の
問
題
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
な 

す
者
が
心
底
か
ら
そ
れ
を
信
じ
て
行
う 

の
で
な
け
れ
ば
魂
の
救
済
に
役
立
た
な 

い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ

れ

を

他

人(

国 

家
を
含
む)

に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
は 

あ
り
え
な
い
。

い
か
な
る
事
情
が
あ
っ

て
も
、

い
っ
た
ん
約
束
し
た
秘
密
を
神 

以
外
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
も 

あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
教
会
牧
師
と
し 

て
遵
守
す
べ
き
道
を
違
え
た
と
認
め
る 

こ
と
は
で
き
な
い
。
…
両
少
年
も
八
日 

後
に
は
牧
会
が
功
を
奏
し
、
自
己
の
責 

任
を
反
省
し
自
ら
責
任
を
と
る
ベ
く
任 

意
に
警
察
に
出
頭
し
た
こ
と
で
は
あ
る 

し
、
…
憲
法
上
の
要
請
を
考
え
、
か
つ
、
 

そ
の
後
大
き
く
は
彼
ら
が
人
間
と
し
て 

救
済
さ
れ
た
こ
と
、
小
さ
く
は
彼
ら
の 

行
動
の
正
常
化
に
よ
る
捜
査
の
容
易
化 

な
ど
の
利
益
と
比
較
考
量
す
る
と
き
、
 

本
件
牧
会
活
動
は
、
国
民
一
般
の
法
感 

情
と
し
て
社
会
的
大
局
的
に
許
容
し
う 

る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
の
を
相
当
と 

し
、
そ
れ
が
宗
教
行
為
の
自
由
を
明
ら 

か
に
逸
脱
し
た
も
の
と
は
到
底
解
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
。
…
本
件
牧
会
活
動 

を
判
断
す
る
と
き
、
そ
れ
は
全
体
と
し 

て
法
秩
序
の
理
念
に
反
す
る
と
こ
ろ
が 

な
く
、
正
当
な
業
務
行
為
と
し
て
罪
と 

な
ら
な
い
」(

無
罪)

と

し
ま
し

た(

神 

戸
簡
裁
昭
和

50
年2
月

20
日
判
決)

。
 

②

日
曜
日
授
業
参
観
事
件 

牧
師
で
あ
る
両
親
の
主
宰
す
る
教
会 

学
校
に
出
席
し
た
た
め
、
日
曜
日
に
行 

わ
れ
た
公
立
小
学
校
の
参
観
授
業
に
欠 

席
し
た
児
童
二
大
と
両
親
が
、
指
導
要 

録

へ

の

「
欠
席

」

記
載
処
分
の
取
消 

と
損
害
賠
償
を
求
め
て
争
っ
た
事
件
で 

す0

判
決
は
、
指
導
要
録
へ
の
欠
席
記
載 

は
担
任
教
師
に
出
欠
状
況
を
知
ら
せ
る 

事
実
行
為
で
、
法
律
上
の
不
利
益
を
課

す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、
 

宗
教
行
為
に
参
加
す
る
児
童
に
対
す
る 

出

席

の

免

除

は

「
公
教
育
の
宗
教
的
中 

立
性
を
保
つ
う
え
で
好
ま
し
い
こ
と
で 

は
な
い
」
と
し
、
「
公
教
育
上
の
特
別 

の
必
要
性
が
あ
る
授
業
日
の
振
替
の
範 

囲
内
で
は
、
宗
教
教
団
の
集
会
と
抵
触 

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
法
は 

こ
れ
を
合
理
的
根
拠
に
基
づ
く
や
む
を 

え
な
い
制
約
と
し
て
容
認
し
て
い
る
」 

と

し

ま

し

た(

東
京
地
裁
昭
和

61
年3
 

月

20
日
判
決)

。

③

剣
道
実
技
拒
否
事
件

信
仰
す
る
宗
教(

「
エ
ホ
バ
の
証
大
」) 

の
教
義
に
基
づ
い
て
、
必
修
科
目
の
体 

育
の
剣
道
実
技
を
拒
否
し
た
た
め
、
原 

級

留

置•

退
学
処
分
を
受
け
た
専
門
学 

校
生
が
、
同
処
分
は
信
教
の
自
由
を
侵 

害
す
る
と
し
、
そ
の
取
消
を
求
め
た
事 

件
で
す
。

一
審
判
決(

神
戸
地
裁
平
成5
年2
 

月

22
日
判
決)

は
、
剣
道
に
代
替
す
る 

単
位
認
定
の
措
置
を
取
る
と
、

「
信
教 

の
自
由
を
理
由
と
す
る
有
利
な
扱
い
」 

を
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
公
教
育
の
宗 

教
的
中
立
性
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ 

る
」
と
し
ま
し
た
が
、
上
告
審
判
決(

最 

高
裁
平
成8
年3
月8
日
判
決)

は
、
 

①

「
剣
道
実
技
の
履
修
が
必
須
の
も 

の
と
ま
で
は
言
い
が
た
く
、
体
育
科
目 

に
よ
る
教
育
目
的
の
達
成
は
、
他
の
体 

育
種
目
の
履
修
な
ど
の
代
替
的
方
法
に 

よ
っ
て
」
も

「性
質
上
可
能
」

で
あ
る 

こ
と
、②

学
生
の
剣
道
実
技
へ
の
参
加 

拒

否

の

理

由

は

「信
仰
の
核
心
部
分
と

密
接
に
関
係
す
る
真
摯
な
も
の
」
で
、
 

そ

の
被

る

不

利
益(

原

級

留

置•

退
学 

処
分)

は

「極
め
て
大
き
い
」

こ
と
、
 

自
由
意
思
で
剣
道
実
技
を
採
用
し
て
い 

る
学
校
を
選
択
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
 

こ

の

よ

う

な

「著
し
い
不
利
益
」
を
与 

え
る
こ
と
が
当
然
に
許
さ
れ
る
わ
け
で 

は
な
い
こ
と
、③

他
の
学
生
に
不
公
平 

感
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
適
切
な
方 

法
、
態
様
に
よ
る
代
替
措
置
は
、
「
そ 

の
目
的
に
お
い
て
宗
教
的
意
義
を
有 

し
、
特
定
の
宗
教
を
援
助
、
助
長
、
促 

進
す
る
効
果
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ 

と
は
で
き
ず
、
他
の
宗
教
者
又
は
無
宗 

教
者
に
圧
迫
、
干
渉
を
加
え
る
効
果
が 

あ
る
と
も
い
え
な
い
」

こ
と
、④

「当 

事
者
の
説
明
す
る
宗
教
上
の
信
条
と
履 

修
拒
否
と
の
合
理
的
関
連
性
が
認
め
ら 

れ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
程
度
の
調 

査
」

は
、

「
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性 

に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
」

こ
と
、
な 

ど
か
ら
考
え
る
と
、
学
校
側
の
措
置
は
、
 

「
社
会
観
念
上
著
し
く
妥
当
を
欠
く
処 

分
」

で
あ
り
、
「
裁
量
権
の
範
囲
を
超 

え
る
違
法
な
も
の
」

で
あ
る
旨
判
示
し 

ま
し
た
。

〈
参
考
文
献
〉

芦

部

信

喜

『憲
法
第
三
版
』

(

岩
波
書
店) 

「憲
法
判
例
百
選I
」(

有
斐
閣) 

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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西
洋
人
仏
教
者
群
像 

ト
ニ
！

パ
ッ
カ
—
⑴

今
こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
お
互
い
に
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
と
、
そ
し
て
周
囲
の
す
べ 

て
も
の
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？

は
っ
き
り
と
見
、
そ
し
て
聞 

く
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
？

そ
れ
と
も
観
念•

イ
メ
ー
ジ•

信

念•

意
見
と
い
っ
た
も 

の
の
網
の
目
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
混
乱
さ
せ
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？

瞑
想
的
探
求 

(med _taHve  inquiry)

と
は
、
人
間
で
あ
る
限
り
誰
も
が
も
っ
て
い
る
、
存
在
の
ふ
か
い 

と
こ
ろ
に
根
を
張
っ
た
条
件
付
け
に
根
源
的
な
問
い
を
向
け
る
こ
と
で
す
。
そ
の
条
件
付 

け
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
自
我
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
周
囲
の
も
の
と
の
あ
い
だ
に
溝 

を
作
り
、
自
分
自
身
、
他
者
、
自
然
環
境
と
の
間
に
や
む
こ
と
の
な
い
葛
藤
を
生
み
出
し 

て
い
ま
す
。
こ
の
探
求
は
何
か
特
別
な
体
験
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

探
求
し
て
い
る
そ
の
当
大
、
瞑
想
し
て
い
る
そ
の
当
大
、
何
か
を
欲
し
が
っ
て
い
る
そ
の
当 

大
、
何
か
を
し
て
い
る
そ
の
当
大
、
何
か
を
経
験
し
て
い
る
そ
の
当
大
、
そ
れ
を
直
接
に 

見
出
し
あ
き
ら
か
に
す
る
作
業
な
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、

「独
立
自
存
し
て
い
る
自
我 

a  

s
e
p
a
r
a
t
e

 

s
e
_
f」

と
い
う
観
念
と
思
い
が
創
り
出
す
無
限
の
偽
装
に
対
し
て
根
源
的
な 

洞
察
を
も
つ
と
い
う
作
業
な
の
で
す
。
こ

の

「自
我
」
が
引
き
起
こ
す
孤
立
と
苦
悩
は
は 

た
し
て
避
け
ら
れ
な
い
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
刻
々
に
展
開
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
生
に
対 

す
る
直
接
的
で
根
源
的
な
洞
察
を
通
し
て
生
の
全
体
性(

智
慧
と
慈
愛
が
自
ず
と
あ
ふ
れ 

て
く
る
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た
生)

が
は
た
し
て
回
復
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
を 

問
い
続
け
る
こ
と
な
の
で
す
。 

1

ト
ニ
ー •

パ
ッ
カ
——
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i « A «t e r I c a

BUDDHISM IN
AMERICA 表紙

ト

ニ

ー•

パ

ッ

カ
ー

さ

ん
の

話
を

聞

く 

一
九
九
七
年
一
月
十
七
日
か
ら
十
九
日 

ま
で
の
三
日
間
、
ボ
ス
ト
ン
の
大
き
な
ホ
テ 

ル
を
会
場
に
し
てB

u
d
d
h
i
s
m

 

i
n  A

m
e
r
i
c
a

 

(

『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏
教
』)

と
題
さ
れ 

た
大
き
な
集
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
集

ま
り
を
企
画
し
た
大
が
た
ま
た
ま
知
り
合
い 

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
『
只
管
打
坐
入
門
』 

と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
そ
こ
で
や
つ 

て
み
な
い
か
と
い
う
依
頼
を
受
け
ま
し
た
。
 

話
し
手
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
大
の
リ
ス 

ト
を
見
せ
て
も
ら
う
と
ア
メ
リ
カ
で
著
名
な 

仏
教
指
導
者
や
仏
教
書
の
著
者
の
名
前
が
ず 

ら
り
と
並
ん
で
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
 

わ
た
し
の
よ
う
な
無
名
の
日
本
大
僧
が
し
や 

し
や
り
出
て
い
く
幕
で
は
な
い
と
思
っ
た
の 

で
す
が
、
そ
の
リ
ス
ト
の
中
に
そ
の
こ
ろ
書 

物
を
通
し
て
非
常
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
二 

大
の
大
物
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見 

つ
け
ま
し
た
。

「
彼
ら
の
話
を
直
に
聞
け
る 

の
な
ら
ひ
と
つ
参
加
し
て
み
る
か
な
」
と 

そ
ち
ら
の
方
が
主
な
動
機
に
な
っ
て
そ
の 

誘
い
を
う
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。(

こ
の 

集
ま
り
で
話
さ
れ
た
こ
と
の
大
部
分
は
翌
年 

B
u
d
d
h
i
s
m

 

i
n  A

m
e
r
i
c
a

と
い
う
五
百
ベ 1
 

ジ
を
越
え
る
大
部
の
本
に
な
っ
て
出
版
さ
れ 

ま
し
た)

そ
の
二
大
の
う
ち
の
一
大
は
こ
れ
ま
で 

三
回
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
て
き
たS

t
e
p
h
e
n

 

B
a
t
c
h
e
o
r

さ

ん
で

し

た

。

わ
た
し
は 

こ
の
集
ま
り
に
参
加
し
た
お
か
げ
で
彼
の 

Deep  Agnosticism
-  A  SecularVision  of  

D
h
a
r
m
a

 P
r
a
c
t
i
c
e

 
(

『
深
い
不
可
知
主
義

トニー•パッカーさん

——
ダ
ル
マ
の
実
践
に
つ
い
て
の
世
俗
的
ヴ
ィ 

ジ
ョ
ン
』)

と
い
う
大
変
斬
新
で
刺
激
的
な 

話
を
聴
衆
の
一
大
と
し
て
直
接
に
聞
く
こ 

と
が
で
き
ま
し
た
。
話
を
聞
く
の
を
非
常
に 

楽
し
み
に
し
て
い
た
も
う
一
人
は
ト
ニ
ー
・
 

パ
ッ
カ
ー
と
い
う
女
性
で
し
た
。
以
前
、
彼 

女
が
主
催
し
て
い
る
セ
ン
タ
ー
に
常
住
し
て 

い
る
中
年
の
夫
婦
が
禅
堂
に
坐
り
に
や
っ
て 

き
て
、
彼
女
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
話
し
て
く 

れ
ま
し
た
。

「
あ
な
た
が
只
管
打
坐
に
つ
い 

て
言
っ
て
い
る
こ
と
は
ト
ニ
ー
さ
ん
が
説
い 

て
い
る
こ
と
と
非
常
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ 

り
ま
す
。
是
非
彼
女
に
会
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

き
っ
と
学
ぶ
こ
と
が
多
い
は
ず
で
す
。
」
と 

彼
ら
か
ら
強
く
勧
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
 

そ

の

日

、

パ

ッ

カ

ー

さ

ん

の

話
(

力 

タ
ロ 

グ

に

は M
e
d
i
t
a
t
i
o
n
-

 M
o
m
e
n
t

 

to

 

M
o
m
e
n
t

「
瞑
想―
―

今
か
ら
今
へ
」
と
い
う 

題
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た)

を
な
る
べ
く 

近
く
で
聞
く
た
め
に
前
の
方
に
坐
ろ
う
と
定 

刻
よ
り
か
な
り
前
に
部
屋
に
入
っ
た
の
で
す 

が
、
も
う
す
で
に
た
く
さ
ん
の
大
が
腰
を
掛 

け
て
待
っ
て
い
ま
し
た
。
幸
い
に
も
前
か
ら 

二
列
目
に
一
つ
空
席
を
見
つ
け
た
の
で
い
そ

SOUSEI 2005.2



い
で
そ
こ
に
滑
り
込
ん
で
腰
を
お
ろ
し
ほ
っ 

と
一
息
つ
い
て
前
方
を
見
る
と
、
そ
こ
に
め 

が
ね
を
か
け
た
白
髪
の
女
性
が
瞑
目
し
て
椅 

子
に
坐
っ
て
い
る
の
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
 

パ
ッ
カ
ー
さ
ん
の
顔
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た 

が
お
そ
ら
く
そ
の
人
が
そ
う
だ
ろ
う
と
想
像 

が
つ
き
ま
し
た
。

ユ

ニ

ー

ク

な

話

し

振

り

と
こ
ろ
が
定
刻
が
過
ぎ
て
も
彼
女
は
そ 

こ
に
そ
う
し
て
黙
っ
て
坐
っ
た
ま
ま
な
の 

で
す
。
聴
衆
も
だ
ん
だ
ん
落
ち
着
き
が
な 

く
な
り
が
や
が
や
そ
わ
そ
わ
と
い
っ
た
雰
囲 

気
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
突
然
彼 

女
が
話
し
出
し
ま
し
た
。

「今
あ
な
た
た
ち 

の
中
に
起
こ
っ
て
い
る
い
ら
だ
ち
や
落
ち
着 

き
の
な
さ
に
あ
な
た
た
ち
は
気
づ
い
て
い
ま 

す
か
？
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
身
体
感
覚
と
し 

て
体
験
さ
れ
て
い
ま
す
か
？
…
」
彼
女
は
手 

元
に
メ
モ
の
よ
う
な
物
を
な
に
も
持
た
ず
、
 

眼
を
閉
じ
た
ま
ま
そ
の
と
き
そ
の
場
で
浮
か 

ん
で
く
る
言
葉
を
ゆ
っ
く
り
と
紡
ぎ
だ
す
よ 

う
に
し
て
話
を
続
け
て
い
き
ま
す
。
沈
黙
の 

中
か
ら
言
葉
が
出
て
き
て
い
る
か
の
よ
う
で 

す
。
後
ろ
で
誰
か
が
遅
れ
て
ド
ア
を
開
け
て 

入
っ
て
き
て
耳
障
り
な
音
を
立
て
ま
し
た
。
 

す

る

と

彼

女

は

「
開
い
た
？ 

あ
れ
は
ド 

ア
？

本
当
に
？

も
し
心
の
中
で
『
ド
ア
』 

と
い
う
言
葉
を
つ
ぶ
や
か
な
か
っ
た
ら
ど
う 

で
し
よ
う
？ 

そ
ん
な
こ
と
が
可
能
で
し
よ 

う
か
？ 

あ
の
音
が
聞
こ
え
た
と
き
、

い
ろ 

ん
な
言
葉
が
心
の
な
か
に
現
れ
て
き
て
そ
れ 

が
何
で
あ
る
か
を
記
述
し
、
知
り
、
さ
ま
ざ 

ま
な
判
断
を
下
し
た
り
別
の
音
と
関
連
づ
け 

よ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
そ 

の
音
を
た
だ
聴
き
し
か
も
そ
れ
が
何
で
あ
る 

か
を
知
ら
な
い
で
い
る
こ
と
は
果
た
し
て
可 

能
で
し
よ
う
か
？
…
」
と
問
い
か
け
る
の
で 

す
。

こ
う
い
う
雰
囲
気
の
法
話(

？)

を
聞

く
の
は
初
め
て
で
し
た
。
ま
る
で
即
興
演
奏 

を
聞
い
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。
 

四
十
分
ほ
ど
の
話
の
間
に
退
席
す
る
人 

が
ち
ら
ほ
ら
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
彼
女
の 

こ
う
い
う
話
し
方
に
つ
い
て
い
け
な
い
の
で 

し
よ
う
。
「
い
っ
た
い
何
を
言
お
う
と
し
て 

い
る
の
か
、
雲
を
つ
か
む
よ
う
で
さ
っ
ぱ
り 

わ

か

ら

な

い/

」
、
「
こ
ん
な
独
り
言
み
た 

い
な
話
を
聞
き
に
き
た
の
で
は
な
い/

」
と 

い
っ
た
当
惑
や
不
満
が
彼
ら
の
表
情
に
浮
か 

ん
で
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
と
い
え
ば
、
仏 

教
用
語
を
概
念
的
に
解
説
す
る
だ
け
の
「学 

術
的
講
義
」

で
も
な
く
、
底
の
浅
い
人
生
論 

風
の
「仏
教
談
義
」
で
も
な
く
、
彼
女
の
語
り 

に
導
か
れ
つ
つ
「瞑
想
実
習
」
を
し
て
い
る
よ 

う
な
気
が
し
て
魅
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
話
の
中
で
は
、

い
わ
ゆ
る
の
仏
教
用 

語
は
い
う
に
及
ば
ず
「仏
教
」
と

か

「禅
」 

と
い
う
言
葉
す
ら
一
度
も
聞
く
こ
と
は
あ
り 

ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
女
は
自
分
を
「仏
教
徒
」 

で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
し
、
「
仏
教
」 

を

教

え

る

「指
導
者
」
、
「師
」

で
あ
る
と
も 

み
な
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
わ
た
し
は
そ 

れ
こ

そ
が

非
常

に
「仏
教
的
」
、

「禅
的
」
だ 

と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
…
。

スプリングウオター•センター

ト
ニ
ー
さ
ん
は
わ
れ
わ
れ
に
積
極
的
に 

何
か
を
教
え
る
た
め
に
そ
こ
に
い
る
の
で
は 

な
い
よ
う
で
し
た
。
彼
女
は
た
だ
た
だ
問
い 

掛
け
る
の
で
す
。

「D
o

 y
o
u

 s
e
e

 t
h
a
t
7

 
(

そ 

れ
が
見
え
ま
す
か
、
わ
か
り
ま
す
か
？)

」 

と
い
う
言
葉
が
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
さ
れ 

ま
す
。
「
何
も
望
ま
ず
、
あ
れ
よ
り
も
こ
れ 

を
よ
り
好
ん
だ
り
せ
ず
、
た
だ
耳
を
傾
け
る 

と
い
う
こ
と
が
可
能
で
し
よ
う
か
？
…
」

こ 

う
し
て
わ
れ
わ
れ
が
意
識
的
・
無
意
識
的
に 

持
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
信
念
や
条
件
付
け
が 

根
源
的
な
問
い
か
け
の
前
に
さ
ら
さ
れ
る
の 

で
す
。
そ
こ
で
は
師
と
弟
子
と
い
う
伝
統
的 

な
枠
組
み
さ
え
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

彼
女
の
言
葉
は
聴
衆
を
知
的
に
納
得
さ
せ 

た
り
、
説
得
し
た
り
、
何
か
を
確
信
さ
せ
た 

り
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る 

よ
う
に
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
。
聞
く
者
に
や
る 

気
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
す
ら
も
ね
ら
つ
て
は 

い
な
い
よ
う
で
す
。
言
葉
は
真
実
で
は
な
く
、
 

真
実
と
は
直
接
に
見
る
こ
と
で
あ
り
そ
れ
自 

体
を
言
葉
で
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら 

で
す
。
「
純
粋
に
見
る
と
い
う
行
為
に
お
い 

て

は

『
師
』
も

『弟
子
』
も
あ
り
ま
せ
ん
。
 

そ
う
い
う
分
裂
そ
の
も
の
が
あ
り
得
な
い
の 

で
す
」
と
彼
女
は
言
い
ま
す
。
 

ト

ニ

ー
・
パ

ッ

カ

ー

と

は 

パ
ッ
カ
ー
さ
ん
は
一
九
二
七
年
に
ド
イ
ツ 

の
ベ
ル
リ
ン
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
ナ
チ
ス
の 

「
ユ
ダ
ヤ
人
狩
り
」

の
恐
怖
と
権
威
主
義
の 

お
ぞ
ま
し
さ
を
身
近
に
経
験
し
た
後
、
ア
メ 

リ
カ
人
と
の
結
婚
を
契
機
に
一
九
五
一
年
ア 

メ
リ
カ
に
移
住
し
て
き
ま
し
た
。
ア
ラ
ン
・ 

ワ
ッ
ツ
や
鈴
木
大
拙
の
著
作
を
介
し
て
仏 

教
に
出
会
い
、

フ
ィ
リ
ッ
プ•

カ
プ
ロ
ー
師 

の

『禅
の
三
本
柱
』
と
い
う
書
物
に
触
発
さ 

れ
て
坐
禅
を
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

一
九
六
七
年
か
ら
カ
プ
ロ
ー
師
の
指
導
す
る

ロ
チ
エ
ス
タ
ー
禅
セ
ン
タ
ー
で
本
格
的
な
禅 

の
修
行
に
入
り
ま
し
た
。
そ

れ

は

「何
だ
か 

わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
心
の
深
い
と
こ
ろ
で
欲 

し
て
い
た
食
べ
物
に
出
会
っ
た
」
よ
う
な
も 

の
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
以
来
、
熱
心
に
修 

行
を
続
け
、
彼
女
は
カ
プ
ロ
ー
師
か
ら
留
守 

中
の
参
禅
者
の
指
導
を
託
さ
れ
る
ほ
ど
の
信 

望
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
が
、
彼
女 

の
中
で
は
、
伝
統
的
な
禅
の
修
行
形
態
に
対 

す
る
疑
問
と
批
判
が
だ
ん
だ
ん
と
膨
ら
ん
で 

い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
合
掌
や
礼
拝
と
い
っ 

た
伝
統
的
な
進
退
作
法
、
警
策
の
使
用
、
読 

経
、
絡
子
の
着
用
、
指
導
者
の
た
め
に
設 

け
ら
れ
る
特
別
の
席
な
ど
が
「
人
間
の
好
む 

階
級
付
け
と
条
件
付
け
の
宗
教
的
表
現
」

で 

し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
た
の 

で
す
。

こ
う
し
た
懐
疑
の
背
景
に
は
幼
少
時 

の
ド
イ
ツ
で
の
体
験
に
根
ざ
す
権
威
主
義
・
 

全
体
主
義
・
形
式
主
義
へ
の
本
能
的
な
嫌
悪 

感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
想 

像
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
女
が
ロ
チ
エ 

ス
タ
ー
禅
セ
ン
タ
ー
の
あ
り
方
を
だ
ん
だ
ん 

受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
に
つ
い
て 

は
な
ん
と
言
っ
て
も
、
当
時
彼
女
が
禅
と
並 

ん
で
私
淑
し
て
い
たJ
•

ク
リ
シ
ュ
ナ
ム
ル 

テ
ィ
の
影
響
が
甚
大
で
し
た
。

ク
リ
シ
ュ
ナ
ム
ル
テ
ィ
か
ら
の
影
響
、
禅 

セ
ン
タ
ー
と
の
決
別
、
彼
女
自
身
の
セ
ン
タ
ー 

(
s
p
r
i
n
g
w
a
t
e
r

 c
e
n
t
e
r

 fo
r

 M
e
a
i
t
a

匚ve

 

I
n
q
u
i
r
y
)

の
創
設
、
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
彼 

女
の
指
導
な
ど
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
次 

回
に
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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れ
。1987
年
、
米
国 

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ヴ
ア
レ
ー
禅
堂
の
住
持
と
し
て
渡 

米
、
現
在
に
い
た
る
。
著
書
に
『新
こ
こ
ろ
の
シ
ル
ク
ロ
ー 

ド
』(

共
著 

佐
賀
新
聞
社
刊)

、
訳
書
に
テ
ィ
ク•

ナ
ツ 

ト•

ハ

ン

『禅
へ
の
鍵
』(
春
秋
社
刊)

、
ス
テ
ィ1
ブ
ン• 

バ
チ
ェ
ラ
ー
『ダ
ル
マ
の
実
践
』(

四
季
社
刊)

、
『
フ
ィ1 

リ
ン
グ•

ブ
ッ
ダ
』(

四
季
社
刊)

等
が
あ
る
。
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・チ 

国 

- 

■ 

- 

• 

—— 

賛

助

会

員

御

芳

名

平

成¥
9

月

〜
％

n
月

東
京
都

173
〃 

江
岸
寺
様 

175
〃 

泰
宗
寺
様

232
〃 

薬
師
寺
様 

266
〃 

蓮
生
寺
様

317
〃 

龍
雲
寺
様 

340
〃 

高
源
寺
様 

神
奈
川
県
第
一

285
〃 

泉
秋
寺
様 

神
奈
川
県
第
二

71
〃 

随
流
院
様 

77
〃 

龍
宝
寺
様 

127
〃 

寿
昌
寺
様

390
〃 

善
光
寺
様 

神
奈
川
県
横
浜
市 

〃 

中
野
東
禅
様

埼
玉
県
第
一

7

〃 

常
泉
寺
様 

52
〃 

龍
光
寺
様

64
〃 

寿
楽
院
様 

93
〃 

光
秀
寺
様

390
〃 

龍
淵
寺
様 

埼
玉
県
第
二

329
〃 

法
雲
寺
様 

331
〃 

曹
源
寺
様 

群
馬
県

248
〃 

源
清
寺
様 

281
〃 

永
隣
寺
様

309
〃 

永
福
寺
様 

311
〃 

泉
通
寺
様

315
〃 

利
済
寺
様 

栃
木
県

4

〃 

林
松
寺
様 

66
〃 

芳
全
寺
様 

69
〃 

慶
翁
寺
様 

联
〃 

實
相
院
様 

175
〃 

本
光
寺
様 

茨
城
県

13
〃 

龍
泉
院
様 

千
葉
県

7

〃 

満
蔵
寺
様 

31
〃 

正
泉
寺
様 

61
〃 

慶
昌
寺
様 

162
〃 

長
昌
寺
様 

177
〃 

儀
林
寺
様 

195
〃 

長
慶
寺
様 

200
〃 

善
福
寺
様 

333
〃 

西
方
寺
様 

山
梨
県

4

〃 

青
松
院
様 

28
〃 

大
殊
寺
様 

185
〃 

慶
福
院
様 

276
〃 

泉
福
院
様 

310
〃 

福
泉
寺
様 

320
〃 

宝
泉
院
様 

496
〃 

城
前
寺
様 

静
岡
県
第
一

50
〃 

盤
龍
寺
様 

136
〃 

真
如
寺
様 

138
〃 

龍
興
寺
様

1163 1091 669 629 330 247 216 200 152 55 177
〃 

興
隆
寺
様 

加

〃

延
命
寺
様 

388
〃 

林
叟
院
様 

393
〃 

弘
徳
院
様 

577
〃 

長
久
寺
様 

静
岡
県
第
二 

363
〃 

観
音
寺
様 

静
岡
県
第
三

582
〃 

円
成
寺
様 

589
〃 

永
竜
寺
様 

766
〃 

正
法
寺
様 

767
〃 

大
雲
院
様 

958
〃 

興
徳
寺
様 

1208
〃 

法
雲
寺
様 

1311
〃 

宝
太
寺
様 

静
岡
県
第
四

1129
〃 

随
縁
寺
様 

愛
知
県
第
一

〃 

長
全
寺
様 

〃 

龍
谷
寺
様 

〃 

日
光
寺
様 

〃 

青
原
寺
様 

〃 

明
照
寺
様 

〃 

禅
林
寺
様 

〃 

神
龍
寺
様 

〃

大
聖
寺
様 

〃

大
黒
寺
様 

〃

秋
葉
寺
様 

愛
知
県
第
二

684
〃 

花
井
寺
様

893
〃 

法
蔵
寺
様 

愛
知
県
第
三

375
〃 

春
江
院
様 

377
〃 

明
忠
院
様 

498
〃 

神
後
院
様 

岐
阜
県

58
〃 

寿
福
寺
様 

63
〃 

長
泉
寺
様 

74
〃 

観
修
寺
様 

219
〃 

勝
林
寺
様 

三
重
県
第
一

363 203 36
〃〃〃

法
安
寺
様 

等
観
寺
様 

永
林
寺
様

三
重
県
第
二

366
〃 

東
禅
寺
様 

372
〃 

地
蔵
寺
様 

京
都
府

138
〃 

盛
光
寺
様 

237
〃 

長
川
寺
様 

大
阪
府

12
〃 

印
山
寺
様 

100
〃 

南
詢
寺
様 

和
歌
山
県

57
〃 

南
珠
寺
様 

兵
庫
県
第
一

9

〃 

三
宝
院
様 

328
〃 

善
福
寺
様

338
〃 

勝
竜
寺
様 

361
〃 

正
覚
寺
様

374
〃 

成
国
寺
様 

439
〃 

誕
生
寺
様

兵
庫
県
第
二

185 139 131 78 20 17 15 13 広13 岡 217145 
〃〃〃〃〃〃〃〃啓〃强〃〃

長
源
寺
様 

長
福
寺
様

28

山
口
県

172 鳥 262 249 245 212 142 102 3 3 25
// 恵 〃 // 〃〃〃〃〃〃

永
祥
寺
様 

延
命
寺
様 

海
蔵
寺
様 

存
光
寺
様 

玉
照
院
様 

昌
源
寺
様 

善
昌
寺
様 

玉
泉
寺
様 

明
福
寺
様 

弘
済
寺
様 

大
道
寺
様 

保
福
寺
様 

弥
勒
寺
様 

功
山
寺
様 

常
関
寺
様 

福
田
寺
様 

慈
光
寺
様 

普
門
寺
様

へ C

島
根
県
第
一

209
〃 

円
通
寺
様 

島
根
県
第
二

1

〃 

松
源
寺
様 

13
〃 

長
陽
寺
様

42
〃 

常
徳
寺
様

全国曹洞宗青年会の活動 

は、皆様の賛助会費等に 

よって支えられておりま へ c

す。ご協力の程、誠にあ 

りがとうございました。
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65
〃 

宗
泉
寺
様 

93
〃 

法
恩
寺
様 

徳
島
県

26
〃 

城
満
寺
様 

高
知
県

8

〃 

永
禅
寺
様 

13
〃 

願
成
寺
様 

愛
媛
県

1

〃 

高
昌
寺
様 

79
〃 

成
福
寺
様

96
〃 

安
穏
寺
様 

113
〃 

西
禅
寺
様

155
〃 

禅
興
寺
様 

M

〃 

掌
禅
寺
様 

福
岡
県

174 160 110 77 65 16
// 〃 // 〃 〃 //

松心松太常喜
源源山養楽久
守 寺 寺 院 寺 寺
様様様様様様

大
分
県

147
〃 

有
近
寺
様 

長
崎
県
第
一

88
〃 

慈
光
院
様 

佐
賀
県

92
〃 

清
心
寺
様 

118
〃 

養
寿
寺
様 

169
〃 

善
祥
寺
様 

熊
本
県
第
一

28
〃 

大
慈
寺
様 

宮
崎
県

2

〃 

吉
祥
寺
様

長
野
県
第
一

⑻

〃 

清
道
寺
様 

340
〃 

自
性
院
様 

長
野
県
第
二

389
〃 

宗
福
寺
様 

544
〃

二
心
寺
様 

福
井
県

82
〃 

禅
興
寺
様 

145
〃 

瑞
林
寺
様 

198
〃 

仏
国
寺
様 

石
川
県

50
〃 

全
昌
寺
様 

富
山
県

114
〃 

光
臺
寺
様 

新
潟
県
第
一

344
〃 

玄
徳
寺
様 

366
〃 

清
岩
寺
様 

368
〃 

正
通
寺
様 

437
〃 

善
祥
寺
様 

新
潟
県
第
二

692
〃 

種
徳
院
様 

新
潟
県
第
三

530
〃 

花
栄
寺
様 

555
〃 

浄
広
寺
様 

新
潟
県
第
四

110
〃 

鑑
洞
寺
様 

磔
〃 

興
善
寺
様 

186
〃 

龍
澤
寺
様 

219
〃 

東
牧
寺
様 

246
〃 

福
源
寺
様 

827
〃 

嘯
月
庵
様 

福
島
県

10
〃 

佛
母
寺
様

133 120 89 66 23 4 岩 432 427 418 371 359 327 319 295 258 228 203 158 139 7 1 59 20 宮 437 324 246 231 210 111 81 70 25 
〃〃〃 // 〃〃 書 n 〃 〃 // 〃 〃 〃 〃 // // 〃 // // 〃〃〃 讐〃〃〃〃〃〃〃〃〃

安
洞
院
様 

安
禅
寺
様 

萬
休
院
様 

普
光
寺
様 

長
源
寺
様 

円
通
寺
様 

長
徳
寺
様 

松
泉
寺
様 

弘
安
寺
様

耕双光頼保観大松陽瑞洞海瑞光清栽 
田林明光昌音永巌山川雲蔵雲西水松 
寺守寺寺守寺寺寺守守寺寺守寺寺院 
様様様様様様様様様様様様様様様様

長
松
寺
様 

清
雲
院
様 

渕
龍
寺
様 

玉
泉
寺
様 

菅
生
院
様 

大
林
寺
様

212
〃 

大
光
寺
様 

214
〃 

永
澤
寺
様 

232
〃 

龍
昌
寺
様 

青
森
県

2

〃 

長
勝
寺
様 

6

〃 

正
光
寺
様 

69
〃 

常
現
寺
様 

90
〃 

高
雲
寺
様 

91
〃 

宝
福
寺
様 

的

〃 

正
法
寺
様 

144
〃 

萬
松
寺
様

155
〃 

元
光
寺
様 

158
〃 

見
性
寺
様 

185
〃 

観
音
寺
様 

山
形
県
第
一

55
〃 

新
龍
寺
様 

65
〃 

永
源
寺
様 

104
〃 

長
松
院
漆 

124
〃 

吉
祥
院
様 

194
〃 

龍
護
寺
様 

232
〃 

広
際
院
様 

山
形
県
第
二

267
〃 

慈
眼
院
様 

268
〃 

慶
昌
寺
様 

歌

〃 

常
慶
院
様 

417
〃 

繁
応
院
様 

山
形
県
第
三

442
〃 

善
宝
寺
様 

466
〃 

禅
龍
寺
様 

502
〃 

楞
厳
院
様 

然
〃 

善
光
寺
様 

635
〃 

宝
護
寺
様 

659
〃 

持
地
院
様

秋

田
県

13 コ匕 338 310 295 287 284 261 260 181114 79 34 27 5 
〃迤 〃〃〃〃 // 〃 〃 〃 〃 〃 // 〃〃

円温太正善見松黄光東萬永嶺 
通泉平法徳性庵龍禅林境源梅 
尋寺守院寺寺寺守守寺寺守院

受

様様様様様様様様様様様様様

41
〃 

広
福
寺
様 

65
〃 

法
輪
寺
様

95
〃 

竜
興
寺
様 

96
〃 

観
音
寺
様

254
〃 

北
大
寺
様 

北
海
道
第
二

117
〃 

中
央
院
様 

169
〃 

金
剛
寺
様

180
〃 

曹
光
寺
様 

317
〃 

密
伝
寺
様

358
〃 

禅
照
寺
様 

465
〃 

大
安
寺
様 

北
海
道
第
三

175
〃 

大
悟
寺
様 

207
〃 

龍
雲
寺
様
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青年僧による精進料理紹介

が

ん

も

ど

き

賞
味
期
限
迫
っ
た
豆
腐
を
わ
た
し
流
で
飛
龍
頭

こ
ん
に
ち
は
。
寒
い
冬
を
い
か
が
お
過
ご 

し
で
し
よ
う
か
。

寒
い
と
き
に
こ
そ
温
か
い
料
理
で
、
風
邪 

な
ど
ひ
か
な
い
よ
う
に
工
夫
し
た
食
生
活
を 

心
が
け
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
で
今
回
は
飛
龍
頭
を
紹
介
し
た
い
と 

思
い
ま
す
。

飛
龍
頭
に
は
主
に
豆
腐
が
入
り
ま
す
よ 

ね
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
豆
腐
屋
さ
ん
が
新 

鮮
に
つ
く
っ
た
も
の
を
、
す
ぐ
に
つ
ぶ
し
て 

料
理
す
る
の
ほ
た
い
へ
ん
失
礼
に
当
た
る
の 

で
は
？

そ
こ
で
今
回
は
、
賞
味
期
限
が
迫
っ
た
豆 

腐
を
活
か
し
て
作
る
わ
た
し
流
の
「
手
作
り 

飛
龍
頭
」
の
調
理
法
を
紹
介
し
た
い
と
思
い 

ま
す
。

材

料(2
名
分)

•

豆
腐
…1
丁

•

長
芋
…
約5
セ
ン
チ
ひ
と
か
け

•

人
参
…
約
輪
切
り3
枚

•

わ
か
め
：•
適
量

•

銀
杏
…
約

20
粒

•

サ
ラ
ダ
油
…
適
量

•

塩
…
適
量

•

粉
末
昆
布
茶
…
適
量

*

作
り
方

①

は
じ
め
に
豆
腐
に
お
も
り
を
の
せ
て
し
ぼ 

り
ま
す
。(
30
分
く
ら
い
が
目
安) 

こ
の
時
間
、
人
参
、
銀
杏
を
軽
く
湯
通
し 

し
て
お
き
ま
す
。

②

豆
腐
を
ほ
ぐ
し
な
が
ら
す
り

③

あ
と
で
や
わ
ら
か
い
食
材
を
加
え
、
お
好 

み
の
形
で
丸
め
て
み
ま
し
ょ
う
。(

写
真③
)
 

④

木

べ

ら

な

ど

で

油

鍋

に

流

し

込

み

約 

1
6
 0

°C
く
ら
い
の
油
で
じ
つ
く
り
と
揚 

げ
ま
す
。(

写
真④
)

⑤

揚
げ
た
て
に
し
ょ
う
ゆ
を
か
け
て
も
よ 

し
、
お
で
ん
風
に
ひ
た
し
て
も
、
ま
た
は 

あ
ん
か
け
と
、
た
と
え
崩
れ
た
と
し
て
も 

そ
こ
が
、
手
づ
く
り
の
わ
た
し
流
に
な
る 

の
で
す
。(

写
真⑤
)

こ
の
時
期
の
夜
食
に
は
身
体
に
や
さ
し
い
豆
乳
雑
炊

%

夜
遅
く
ま
で
が
ん
ば
っ
て
い
る
人
へ
心
温 

ま
る
料
理
を
差
し
入
れ
し
て
あ
げ
た
い
…
。
 

あ
な
た
も
そ
う
思
っ
た
経
験
が
あ
る
の
で 

は
？年

度
末
に
か
け
て
、
夜
遅
く
ま
で
お
仕
事 

や
受
験
勉
強
に
励
ん
で
い
る
身
近
な
人
が
い 

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

が
ん
ば
る
人
は
た
い
へ
ん
…
し
か
し
支
え 

て
く
れ
る
人
が
い
る
か
ら
こ
そ
が
ん
ば
れ
る 

の
で
し
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
時
に
、
温
か
く
て
栄
養
た
つ 

ぷ
り
の
豆
乳
雑
炊
を
差
し
入
れ
し
て
み
て
は 

如
何
で
し
ょ
う
。

材

料(1
名
分)

•

豆
乳
…
約1
0
0

CC

•

水
…
約l
o
o

CC

•

か
ぼ
ち•
や
…
小1
/
4

•

す
り
白
胡
麻
…
小
さ
じ1
杯

•

ご
は
ん
…
茶
碗1
杯

•

み
つ
ば
…1
束

•

塩
…
適
量

*

作
り
方

①

か

ぼ

ち

ゃ

の

種

を

取

り

の

ぞ

い

た

ら

、
 

ラ
ッ
プ
に
包
み
電
子
レ
ン
ジ
で3
分
加
熱
、
 

そ
の
後
ひ
と
く
ち
サ
イ
ズ
に
切
り
ま
す
。
 

②

土
鍋
に
豆
乳
、
水
、
塩
、
す
り
白
胡
麻
を 

混
ぜ
合
わ
せ
味
を
調
え
ま
す
。

③

ご
は
ん
と
か
ぼ
ち
や
を
合
わ
せ
て
、
土
鍋 

に
入
れ
て②

を
加
え
さ
ら
に
加
熱
し
ま
す
。

文
•

白
澤 

雪

俊
(

し

ら

さ

わ

せ

っ

し

ゅ

ん) 

昭
和
四
十
五
年
、
青
森
県
弘
面
市
生
ま
れ
。

十
八
歳
で
永
平
寺
別
院
に
安
昌
修
行
し
な
が
ら
、
駒
澤
短 

期

大

学(

仏
教
科)

に
学
ぶ
。

④

加
熱
中
に
み
つ
ば
を
細
か
く
切
り
、
最
後

に
入
れ
て
出

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
修
行
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
。
 

永
平
寺
送
行
後
、
大
本
山
永
平
寺
東
京
別
院
長
谷
寺
副 

典
と
し
て
再
安
居
。

現
在
、
青
森
県
弘
前
市
普
門
院
副
住
職
と
し
て
師
匠
を
補 

佐
す
る
傍
ら
、
青
森
県
弘
前
曹
青
会
長
も
務
め
る
。
 

著

書

』
『
身
体
に
や
さ
し
い
料
理
を
つ
く
ろ
う
』(

ニ
ュ
ー 

ト
ン
プ
レ
ス)
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去
る
一
月
十
七
日
は
、
阪

神•

淡
路
大
震
災
発
生
か
ら
十
周
年
を
迎 

え
ま
し
た
。
当
時
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会(

以
下
、
全
曹
青)

で
は
、
会
長
で 

あ
っ
た
吉
川
俊
雄
師
を
中
心
に
被
災
者
救
援
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を 

展
開
い
た
し
ま
し
た
。
私
自
身
も
、
当
時
地
元
青
年
会
の
法
友
ら
と
共
に 

現
地
に
赴
き
、
炊
き
出
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
記
憶
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

先
日
、
そ
の
被
災
地•

神
戸
に
て
毎
年
行
っ
て
い
る
慰
霊
法
要
に
、
 

大
坂
恵
司
総
務
委
員
長
と
参
加
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得
ま
し 

た
。
こ
の
慰
霊
法
要
は
、
第
十
一
期
会
長•

桜
井
朝
教
師
の
発
願
に
よ 

り
、
第
十
二
期
会
長•

寿
松
木
宏
毅
師
が
企
画
を
進
め
、
第
十
三
期
会 

長
•

荒
木
正
昭
師
の
時
代
に
建
立
を
し
た
慰
霊
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
囲
み 

お
勤
め
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
慰
霊
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
、
御
蔵
北
公
園
に
あ
り
、
御
蔵
地
区
と 

そ
の
隣
の
菅
原
地
区(

あ
わ
せ
て
御
菅
地
区)

全
体
で
被
災
さ
れ
た
犠 

牲

者

二
一
一
八
名
の
慰
霊
の
た
め
、
街
の
住
民
が
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
で
コ
ン 

ク
リ
ー
ト
を
流
し
完
成
さ
せ
た
協
働
の
結
晶
で
あ
り
ま
す
。
中
心
に
は 

震
災
時
の
地
図
が
置
か
れ
、•

天
井
か
ら
差
し
込
む
太
陽
の
光
り
が
被
害 

者
の
方
が
た
の
位
置
を
表
す
よ
う
に
設
計
が
な
さ
れ
、
正
面
に
は
宮
崎 

奕
保
猊
下
御
染
筆
の
「鎮
魂
」
の
二
文
字
が
刻
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

一
周
忌•

三
回
忌
は
全
曹
青
に
て 

お
勤
め
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
れ 

以
降
の
祥
月
経
は
地
元•

兵
庫
県
第 

二
宗
務
所
青
年
会
の
方
が
た
に
お
勤 

め
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
今
で
は
被 

災
さ
れ
た
地
元
の
方
が
た
と
の
交
流 

の
礎
に
な
っ
て
い
る
と
も
耳
に
い
た 

し
ま
し
た
。

本
年
の
慰
霊
法
要
は
、
慰
霊
モ 

ニ
ュ
メ
ン
ト
建
立
に
尽
力
さ
れ
た
当 

時
の
関
係
者
諸
師
ら
に
加
え
、
今
回 

の
慰
霊
祭
の
幹
事
役
を
お
勤
め
い
た 

だ
い
た
前
近
畿
管
区
理
事•

平
岩
浩 

文

師
(

兵
庫
第
二
曹
青)

ら
と
共
に 

お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

法
要
当
日
の
午
前
五
時
四
十
六
分(

地
震
発
生
時
刻)

は
、
星
空
が 

見
え
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
小
雨
が
ぱ
ら
つ
く
肌
寒
い
朝
で
し
た
が
、
ペ
ツ 

ト
ボ
ト
ル
を
利
用
し
た
た
く
さ
ん
の
蠟
燭
が
供
え
ら
れ
、
三
十
分
ほ
ど 

の
法
要
で
し
た
が
お
集
ま
り
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
に
心
か
ら
の
ご
焼
香 

を
頂
戴
し
ま
し
た
。

そ
の
日
の
朝
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
被
災
さ
れ
た
遺
族
の
女
性
が
「
十 

年
の
け
じ
め
と
い
わ
れ
る
が
、
け
じ
め
を
つ
け
る
事
な
ど
は
出
来
な 

い
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

一
九
九
六
年
の
慰
霊 

法
要
実
施
当
初
か
ら
お
世
話
を
い
た
だ
い
て
い
る
田
中
保
三
氏(

御
蔵 

通
五•

六•

七
丁
目
町
づ
く
り
協
議
会
会
長)

か
ら
は
、
感
謝
の
言
葉
と 

共
に
「来
年
も
お
願
い
し
ま
す
」
と
何
度
も
声
を
か
け
て
い
た
だ 

き
、
被
災
さ
れ
た
方
が
た
や
私
た
ち
に
と
っ
て
も
「十
年
は
単 

な
る
通
過
点
で
し
か
な
い
」
と
心
を
新
た
に
い
た
し
ま
し
た
。
 

私
自
身
来
年
も
ぜ
ひ
参
加
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
し
、
 

今
後
多
く
の
方
が
た
に
も
ご
参
加
を
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て 

お
り
ま
す
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
会
長 

山
口 

英
寿

「
全

国

曹

洞

宗

青

年

会

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

基

金

」 

口
座
開
設
の
お
知
ら
せ
と
災
害
支
援
金
の
お
願
い 

先
般
、
第
十
五
期
全
国
曹
洞
宗
青
年
会(

以
下
、
全
曹
青)

と
い
た
し
ま
し
て
、
 

今
年
度
発
生
し
た
佐
賀
県
竜
巻
災
害
、
新

潟
•

福

島
•

福
井
集
中
豪
雨
災
害
、
台 

風
二
十
三
号
に
よ
る
豊
岡
水
害
、
並
び
に
新
潟
県
中
越
地
震
災
害(

『
そ
う
せ
い
』 

ニ
一
六•

一
ニ
七
号
に
て
災
害
支
援
活
動
を
報
告
済)

な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
、
今 

後
も
立
て
続
け
に
発
生
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
諸
災
害
の
対
応
策
等
を
協
議
し
た 

結
果
、

こ

の

た

び

「全
国
曹
洞
宗
青
年
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金
」

口
座
を
開
設
さ 

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

既
に
、
評
議
員
各
位
に
は
各
管
区
理
事
を
通
し
て
報
告
済
み
で
す
が
、
改
め
て 

賛
助
会
員
各
位
、
並
び
に
全
曹
青
会
員
諸
師
に
は
紙
面
を
も
っ
て
ご
報
告
さ
せ
て 

い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
こ
の
た
び
開
設
を
い
た
し
ま
し
た
基
金
口
座
の
詳
細
は
次
の
通
り
で
す
。

〈
郵
便
振
替
口
座
〉

【
口

座 

名
】
 

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金 

【
口
座
番
号
】
〇
〇
一
〇
〇
——
五
——
五

九

三H

ハ
五

改
め
て
各
被
災
地
へ
の
恒
久
的
な
支
援
を
目
的
と
し
た
基
金
口
座
開
設
に
ご
理 

解
を
賜
り
、
皆
さ
ま
方
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 

ま
た
、
今
回
の
基
金
口
座
の
開
設
に
当
た
り
、
諸
々
の
ご
助
言
と
ご
高
配
を
賜 

り
ま
し
た
曹
洞
宗
宗
務
庁
関
係
者
各
位
、
並
び
に
全
曹
青O
B
諸
師
に
対
し
て
、
 

衷
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

合
掌

第

十

五

期

全

国

曹

洞

宗

青

年

会

会 

長 

北
海
道
理
事

山

口

英

寿
 

芳

村

元

悟

東

北

理

事
 

関

東

理

事
 

北
信
越
理
事 

東

海

理

事
 

近

畿

理

事
 

中

国

理

事
 

四

国

理

事 

九

州

理

事
 

執

行

部

伊

串

泰

純
 

森 

道
輝 

鈴

木

天

章
 

志

比

道

栄
 

葛

城

天

裕
 

田

中

証

道 

島

崎

敬

童
 

葛
籠
貫
喜
昭 

一
 

同

各
九
拝

ま
た
し
て
も
こ
の
枠
を
埋
め
る
編
集
後 

記
が
災
害
に
関
し
て
で
あ
る
こ
と
に
筆
者 

自
身
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
で
い
る
。
 

昨
年
末
に
発
生
し
た
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地 

震
の
影
響
に
よ
る
イ
ン
ド
洋
大
津
波
の
死 

者
数
が
、
当
初
国
連
が
発
表
し
た
被
害
予 

測
数
の
二
〇
万
人
を
上
回
る
ニ
一
万
三
六 

〇
〇
人
余
り
と
発
表
さ
れ
た(

平
成
十
七 

年
一
月
現
在)

。
ま
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に 

お
い
て
は
、
政
府
発
表
の
被
害
総
額
が
国 

内
総
生
産(
G
D
P
)

の
二％

以
上
に
当 

た
る
、
日
本
円
に
し
て
お
よ
そ
四
六
〇O
 

億
円
に
上
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
た
。 

こ
れ
ら
の
数
字
を
見
て
も
、
我
々
が
各
メ 

デ
ィ
ア
か
ら
の
映
像
を
通
し
て
知
り
得
る 

情
報
よ
り
も
、
は
る
か
に
想
像
を
絶
す
る 

被
害
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
へ
 

さ
て
、
筆
者
の
知
人
か
ら
聞
い
た
話
で 

あ
る
が
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
各
寺
院
で
は
日

曜
日
に
授
戒
を
行
う
と
こ
ろ
が
多
い
ら
し

く
、
被
災
時
に
は
多
く
の
信
者
ら
が
山
岳 

地
帯
の
寺
院
に
身
を
寄
せ
、
結
果
的
に
命 

を
取
り
留
め
た
と
い
う
話
を
耳
に
し
た
。 

図
ら
ず
も
そ
の
時
の
受
戒
者
た
ち
は
、
自

ら
の
信
仰
の
な
か
に
生
命
の
尊
さ
や
大
切 

さ
を
実
感
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

筆
者
も
宗
教
と
い
う
金
看
板
を
背
負
う

立
場
の
身
と
し
て
、
大
き
な
こ
と
で
は
な

く
、
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
と
思
い
、

募
金
箱
に
向
か
い
布
施
行
の
実
践
に
努
め

て
み
た
。
し
か
し
、
「
チ
ャ
リ
ン
」
と
い
う

編集室敬白

音
を
聞
い
て
は
、
無
力
な
る
自
分 

に
虚
し
さ
を
感
じ
る
日
々
で
も
あ 

る
。こ

こ
に
編
集
室
を
代
表
し
て
、
 

被
災
者
の
方
が
た
へ
の
哀
悼
の 

意
を
衷
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
ま 

す
。 

合
掌

「そ
う
せ
い
」
に
対
す
る
ご
意
見•

ご
感 

想
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

あ
て
先

〒
三
六
九
—
〇

三

〇

一
 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町 

金
久
保
七
〇
一
陽
雲
寺
内

そ
う
せ
い
サ
ロ
ン
係 

電

話

〇

四

九

五

二

ニ

三
|

八
二
五
五 

武
田
ま
で
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事務局工藤俊英会計嶽盛晃史会員数44人

祖跡巡拝•金剛峰寺への拝登

」
ゝ

阪
曹
洞
宗
青
年
会
は
、
会
員
相
互
の
向 

プ

上

を

は
か
る
と
共
に
和
合
協
調
し
、
布 

教
活
動
に
努
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
昭 

和
三
十
九
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
会
員 

は
大
阪
府
宗
務
所
管
内
に
在
籍
す
る
満
十
八 

歳
以
上
満
四
十
歳
以
下
の
青
年
僧
侶
に
よ
っ 

て
構
成
さ
れ
、
平
成
十
六
年
十
二
月
現
在
で 

四
十
四
名
が
在
籍
し
て
い
ま
す
。
 

舌

動
の
内
容
は
大
き
く
分
け
て
、①

禅
の 

況

集
い
、②

祖
跡
巡
拝
、③

会
誌
の
発
行
、
 

④

そ
の
他
必
要
な
事
業
と
い
う
四
つ
の
柱
が 

あ
り
ま
す
。

こ
の
中
で
も
特
に
禅
の
集
い
と 

祖
跡
巡
拝
を
二
大
行
事
と
し
て
位
置
付
け
、
 

毎
年
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

つ

の
禅
の
集
い
は
真
夏
の
暑
い
中
を
二 

C

泊
三
日
と
い
う
長
丁
場
で
行
う
の
も
の 

で
、

こ
れ
は
一
年
間
を
通
じ
て
最
大
の
行 

事
で
あ
り
ま
す
。
少
子
化
が
叫
ば
れ
る
中 

で
平
成
十
六
年
は
八
十
五
名
と
い
う
多
数
の 

子
供
達
の
参
加
者
を
集
め
、
七
月
二
十
七
〜 

二
十
九
日
に
池
田
市
の
陽
松
庵
に
て
開
催
致 

し
ま
し
た
。
当
日
は
坐
禅
、
読
経
、
作
務
、
 

そ
し
て
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
プ
ロ
グ 

ラ
ム
を
行
い
、
子
供
達
と
お
寺
で
の
共
同
生 

活
を
通
じ
て
、
大
変
有
意
義
な
三
日
間
を
過 

ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

，

の
祖
跡
巡
拝
は
も
と
も
と
高
祖
道
元
禅 

位

師
の
命
日
に
京
都
の
荼
毘
塔
に
参
拝
す 

る
と
い
う
主
旨
で
始
ま
っ
た
行
事
で
し
た
。
 

そ
れ
が
今
で
は
檀
信
徒
の
方
が
た
と
さ
ま
ざ 

ま
な
祖
跡
、
仏
跡
を
訪
ね
る
旅
行
へ
と
形
を 

変
え
、
平
成
十
六
年
は
十
月
五
日
に
日
帰
り 

で
、

一
般
参
加
者
二
百
七
十
二
名
と
共
に
高 

野
山
真
言
宗
の
総
本
山
で
あ
る
金
剛
峰
寺
に 

拝
登
致
し
ま
し
た
。
金
剛
峰
寺
で
は
本
山
へ 

の
拝
登
諷
経
と
参
加
者
各
家
の
供
養
諷
経
を 

厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ま
た
弘
法
大
師
の 

御
真
廟
に
も
お
参
り
致
し
ま
し
た
。

Q

の
会
誌
は
、
毎
年
二
月
頃
に
前
年
度
の 

G

青
年
会
活
動
を
記
録
し
た
『曹
青
通
信
』 

を
発
行
し
、
管
内
の
各
寺
院
並
び
に
各
関
係 

方
面
に
そ
の
活
動
の
内
容
を
報
告
し
て
お
り 

ま
す
。の

そ
の
他
に
つ
き
ま
し
て
は
、
三
佛
忌 

で
の
法
要
、
坐
禅
と
い
っ
た
法
式
関
係 

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
必
要
と
思
わ
れ
る
研 

修
会
な
ど
も
適
宜
行
っ
て
お
り
ま
す
。
権 

に
こ
の
二
年
間
は
ビ
ハ
ー
ラ
を
大
き
な
テ
ー 

マ
と
し
て
取
り
上
げ
、
末
期
ガ
ン
患
者
に
代 

表
さ
れ
る
治
癒
不
可
能
な
患
者
へ
の
仏
教
的 

な
緩
和
ケ
ア
に
つ
い
て
勉
強
を
し
て
お
り
ま 

す
。
平
成
十
六
年
は
こ
こ
ま
で
に
春
と
秋
の 

二
回
に
わ
た
っ
て
研
修
会
を
行
い
、
専
門
の 

先
生
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
て
、
ビ
ハ
ー 

ラ
の
理
念
、
理
論
、
そ
し
て
実
践
や
現
在
の
状 

況
な
ど
に
つ
い
て
の
講
習
を
行
い
ま
し
た
。
 

支

た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
も
積
極
的
に 

ま

参
加
し
て
お
り
、
十
月
二
十
六
日
に
は 

台
風
二
十
三
号
で
水
害
に
見
舞
わ
れ
た
兵 

庫
県
出
石
町
鳥
居
地
区
へ 

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ 

ア
に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
当
会
が
災
害
時 

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
本
格
的
に
参
加
す
る
の 

は
十
年
前
の
阪
神
大
震
災
以
来
で
あ
り
ま
し

古紙100%再生紙

大勢の子供たちとの「禅の集い」

た
が
、
そ
の
折
に
は
改
め
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

の
必
要
性
や
大
切
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し 

た
。
今
回
の
経
験
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
今
後 

も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
は
よ
り
一
層
力
を 

入
れ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
 

一
の
他
、
近
畿
曹
洞
宗
青
年
会
連
絡
協
議 

DC

会
の
一
員
と
し
て
の
活
動
も
行
っ
て
お 

り
ま
す
。
毎
年
の
親
睦
ス
ポ
ー
ツ
大
会
へ
の 

参
加
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
十
一
月
十
一
日 

に
奈
良
の
東
大
寺
で
行
わ
れ
た
全
曹
青
三
〇 

周
年
記
念
事
業
近
畿
管
区
大
会
へ
も
会
計
と 

し
て
参
加
致
し
ま
し
た
。
 

人

上

、
主
に
平
成
十
六
年
の
活
動
を
中
心 

レ

に
し
て
、
当
会
の
活
動
に
つ
い
て
ご
紹 

介
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
当
会
で
は
こ
の 

よ
う
な
活
動
を
通
じ
て
、
青
年
僧
侶
と
し
て 

の
あ
る
べ
き
姿
を
自
覚
し
つ
つ
、
会
員
相
互 

の
資
質
向
上
を
目
指
し
て
研
鑽
を
積
む
と
共 

に
、
社
会
に
貢
献
で
き
る
よ
う
頑
張
っ
て
参 

り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
何 

卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。




