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16th

「全国曹洞宗青年会第16期会長宮寺守正

窿品但の度、第16期会長選考委員会の御推薦を賜り、平成16 
匸 年度総会で御承認をいただき、第16期全国曹洞宗青年会（全 

覇青）会長の任に当たらせていただくこととなりました。

ム自身、微力ではありますが、全曹青会員の皆さま•第 

期執行部諸兄の力をお借りして、会務の執行をして参り

・性15期は30周年という大きな節目を迎える中、我われ青 

僧侶がいかに檀信徒と真摯に向かい合い、同じ目線で物 

を捉え教化していくかということを追い求め、事業が進 

られてきました。また全曹青の組織のありかたが問われ 

.魄手、委員会の名称変更、会議形態の効率化、会則の改正な 

I とを行ってきました。少なからずそのお手伝いをさせてい 

I たたいた事をふまえ、第16期は「つながれ 青年僧の 熱い 

E をスロ-ガンに、各曹青会の連絡協議の場としての全

の飛躍と発展をさらに図りたいと考えております。

I .さて、私は前15期におきまして、青少年教化•ボランティ

•法式各委員会を担当する副会長として委員会活動に関 

1らせていただいた中で、考えさせられることが多々ありま 

、した。加害•被害を問わず、青少年のさまざまな事件がメ 

マィアを賑わす中、我われ青年僧侶は、彼らにどれだけ手 

を差し伸べているだろうか。また、国内外を問わず多種多 

様の団体がボランティア活動を行っている昨今、我われは 

寺院にあって何をすべきか。葬儀や法事などの寺院におけ 

る法要のありかたにも、伝統の中で培われた厳粛なものを 

礎に、さらに檀信徒にわかりやすい何かを提唱し、構築す 

ることができないものなのか。これらのことだけではなく、 

まだまだ我われ青年僧侶に求められていることは多々ある 

と思われます。各委員会ではこのことを念頭に置き、活動 

を推進して参ります。

また、全国の御寺院様からの多くの賛助金と、宗務庁よ 

りの助成金を元に組まれる予算も、今一度見直させていた

だき、より充実した委員会活動とゆとりのある会務の執行 

を目指して参ります。

第16期執行部一同、精一杯努力致す所存でございますの 

で、皆さまのさらなる御協力•御支援を賜りますよう、お 

願い申し上げます。

全国曹洞宗青年会第16期シンボルマーク

ZENSOUSEI 16th

このシンボルマークは、第2期全国曹洞宗青年会（石附周行会長）のときに作られ、 

その後埋もれていたものを、くしくも30周年の節にあたる第15期に発見し復刻した 

ものです。作成当時の曹青通信（第9号）には「燃え上がる青年のエネルギーを八正 

道の中に図案化し、それを法界定印でしっかりと支え包含しており、未来に向かっ 

て無限を指向する、といったデザインである」と書かれています。今後は、第16期 

のマークというより全曹青のマークとして一層の定着を図り、そして設立時の情熱 

（熱い思い）を、会員各位に、また未来にわたりつなげていきたいと思います。
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今
特
集
は
、
青
年
僧
の
視
点
か
ら
新
し
い
仏
教
の
可
能
性
を
探
る
一
つ
の
手
立
て
と 

し
て
、
「
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ツ
デ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
ま
し
た
。
 

な
お
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
そ
の
解
釈
も
一
定
し
て
い
な
い
と
言
わ 

れ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
縁
起
観
に
基
づ
い
た
広
い
視
野
で
の
社
会
的
活
動
の
実 

践
と
し
て
、
近
代
の
ベ
ト
ナ
ム
北
伝
仏
教
に
発
し
た
「
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ッ
デ
ィ
ズ 

ム
」
の
概
念
を
、
宗
教
思
想
史
の
立
場
か
ら
、
阿

満

利

摩

先

生(

明
治
学
院
大
学
教
授) 

の
見
解
に
よ
り
論
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
四
諦
の
教
え
を
現
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト(

状
況
、
環
境)

で
解
釈
し
、
自
ら 

が
積
極
的
に
社
会
に
あ
る
数
々
の
苦
に
か
か
わ
り
、
そ
の
原
因
追
求
と
解
決
に
奔
走
さ 

れ
て
い
る
仏
教
者
を
訪
ね
、
「
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ツ
デ
ィ
ズ
ム
」
に
根
差
し
た
そ
の 

人
の
活
動
と
仏
教
観
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
 

(

別

枠

「ピ1

プ
ル
」
抄
録) 

こ
の
企
画
が
、
宗
侶
一
人
一
人
の
僧
侶
観
を
見
つ
め
直
す
機
会
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
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Buddh-sm

苦
を
探
求
す
る
こ
と

一
九
六
〇
年
代
の
は
じ
め
、
ベ
ト
ナ
ム
戦 

争
の
最
中
、
ベ
ト
ナ
ム
の
仏
教
が
生
ま
れ
変 

わ
っ
た
。
そ
の
新
し
い
仏
教
を
、
ベ
ト
ナ
ム 

の
仏
教
僧
テ
ィ
ッ
ク•

ナ
ッ
ト•

ハ
ン
師
が
、
 

エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム 

(
S
O
C

一

a
=
y

 

E
n
g
a
g
e
d

 B
u
d
d
h

一

s
m
)

と
名
付
け
た
。 

エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
と
は
、
 

仏
教
の
根
本
教
説
で
あ
る
四
諦(
苦•

集•

滅• 

道)

を
新
た
に
読
み
替
え
る
こ
と
か
ら
は
じ 

ま
る
。
従
来
、

「
苦
」

の
原
因
は
、
個
人
の 

煩

悩
•

無
明
に
求
め
ら
れ
た
。
だ
が
、
ベ
ト 

ナ
ム
の
仏
教
徒
た
ち
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
民
衆

が
舐
め
て
い
る
塗
炭
の
苦
し
み
の
原
因
を
追 

及
し
て
、

「冷
戦
」
と
い
う
、

国
家
の
政
策 

に
い
た
る
。
戦
争
と
は
、
実
に
国
家
の
所
行 

で
あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
民
衆
の
煩
悩
が
原
因
な 

の
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、

「
苦
」

の
探
求 

が
社
会
や
国
家
の
仕
組
み•

政
策
に
い
た
っ 

た
と
き
、
そ
の
原
因
で
あ
る
社
会
や
国
家
の 

あ
り
方
、
政
策
を
変
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
仏 

教
徒
の
使
命
で
は
な
い
か
、
と
い
う
自
覚
が 

生
ま
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド• 

ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
の
訳
語 

は
未
だ
一
定
し
て
い
な
い
。
「
社
会
参
加
の 

仏
教
」
と

か

「行
動
す
る
仏
教
」
、

「闘
う
仏

教
」
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
私
は
、
「
社
会 

を
つ
く
り
か
え
る
仏
教
」
と

か

「社
会
を
つ 

く
る
仏
教
」
と
よ
ん
で
い
る
。

エ
ン
ゲ
イ
ジ 

と
い
う
言
葉
に
は
、
思
想
や
言
葉
だ
け
で
は 

な
く
行
動
に
よ
っ
て
社
会
変
革
に
参
加
し
て 

ゆ
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

ハ
ン
師
も
そ
う 

し
た
意
味
で
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
 

菩
薩
行
の
実
践

思
え
ば
、
仏
教
は
、
と
り
わ
け
大
乗
仏
教 

は
、
菩
薩
の
精
神
を
命
と
す
る
。
菩
薩
は
「利 

他
」
に
生
き
る
。
同
朋
の
苦
し
み
を
わ
が
苦 

し
み
と
し
て
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
命
も
惜 

し
ま
ぬ
。
慈
•

悲
•

喜
•

捨
の
四
無
量
心
こ 

そ
が
菩
薩
の
命
で
あ
ろ
う
。

ベ
ト
ナ
ム
の
僧
侶
た
ち
は
、
戦
争
の
惨
禍 

の
最
中
、
そ
の
菩
薩
の
精
神
に
目
覚
め
た
の 

で
あ
る
。

一
九
六
三
年
六
月
に
生
じ
た
、

テ
イ
ッ
ク•

ク
ア
ン•

デ

ュ

ッ

ク

師

の

「焼
身 

供
養
」
は
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
菩
薩
道
の
極 

致
と
み
な
さ
れ
た
。

一
方
で
、

ハ
ン
師
た
ち 

は
、
戦
火
の
中
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギI

闘
争
か
ら 

解
放
さ
れ
た
、
自
由
な
パ
イ
ロ
ッ
ト
村
の
建 

設
に
尽
力
し
、
仏
教
の
教
え
に
基
づ
く
村
づ 

く
り
を
目
指
し
た
。
ま
た
ハ
ン
師
は
単
身
ア 

メ
リ
カ
へ
渡
り
、
即
時
停
戦
、
和
平
を
強
力
に 

主
張
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
の
目
覚
め
た
仏
教
徒 

た
ち
は
、
個
人
的
な
瞑
想
に
と
ど
ま
る
こ
と 

な
く
、
人
び
と
の
苦
し
み
の
根
源
を
取
り
除 

く
実
践
活
動
に
挺
身
し
た
の
で
あ
る
。
 

利
他
を
命
と
す
る
菩
薩
道
か
ら
い
え
ば
、
 

あ
え
て
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ッ
デ
イ
ズ
ム
と 

名
乗
る
こ
と
は
、

い
さ
さ
か
の
抵
抗
も
あ
ろ 

う
。
菩
薩
道
の
実
践
で
十
分
で
は
な
い
か
、
 

と
。
だ
が
、

ハ
ン
師
が
従
来
の
仏
教
の
伝
統 

と
は
一
線
を
画
す
る
意
味
で
、

こ
の
名
称
を



『ENXEN縁バイ縁』とは、「そうせい」編集部による造語です。「縁」を大切にしながら、さまざまな社会活動の実践をされて 

いる方の「人間観と仏教観」に学び、その「縁」を私達の実践を通して無窮に拡げていきたい、という願いが込められています。

時間的にも空間的にも交わりお互いが依存しあうこの縁起の世界で、我々仏教者が慈悲を具現化するために出来ることとは…。 

今後の『ENXEN縁バイ縁』にご期待下さい。

用
い
た
理
由
を
尋
ね
る
必
要
が
あ
る
。
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ッ
デ
ィ 

ズ
ム
こ
そ
、
現
代
の
仏
教
の
あ
り
方
を
端
的 

に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
 

国
民
国
家
と
い
う
現
代
の
政
治
的
・
社
会
的 

環
境
に
あ
る
。
近
代
以
前
は
、
国
家
や
社
会 

は
所
与
で
あ
り
、
運
命
と
し
て
甘
受
す
る
し 

か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
近
代
の
新 

し
い
国
民
国
家
で
は
、
社
会
や
国
家
は
、
も 

は
や
運
命
で
は
な
く
な
っ
た
。
人
び
と
は
、
 

人
間
ら
し
い
生
き
方
を
求
め
て
、
社
会
や
国 

家
の
形
成
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の 

で
あ
る
。

つ
ま
り
、

エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ツ 

デ
ィ
ズ
ム
と
は
、
社
会
や
国
家
を
自
ら
の
意 

志
で
作
り
上
げ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い 

る
現
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
生
ま
れ
た
、
仏
教
の 

す
が
た
な
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
個
人
の
無
明•

煩
悩
の
断
滅 

は
仏
教
徒
の
永
遠
の
課
題
で
あ
る
。
わ

が

こ• 

と
を
棚
に
上
げ
て
、
社
会
や
国
家
ば
か
り
を 

あ
げ
つ
ら
う
の
は
仏
教
徒
の
生
き
方
で
は
な 

い
。
し
か
し
、

一
方
、
社
会
や
国
家
の
あ
り 

方
と
は
ま
っ
た
く
没
交
渉
に
、

「
心
」

の
安 

心
だ
け
を
説
く
こ
と
も
ま
た
、
仏
教
徒
の
所 

行
と
は
い
え
な
い
。
社
会
や
国
家
の
あ
り
方 

を
無
視
し
た
安
心
は
、
結
局
は
、
既
存
の
社 

会
や
国
家
に
対
し
て
無
批
判
と
な
り
、
社 

会
や
国
家
が
仏
教
の
教
え
に
反
す
る
よ
う
に 

な
っ
て
も
そ
れ
を
黙
認
す
る
こ
と
に
な
り
が 

ち
で
あ
る
。
戦
前
の
、
梵
鐘
が
大
砲
に
変
わ
っ 

た
悲
し
み
を
思
う
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
 

エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
は
、
べ 

ト
ナ
ム
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
代
の
ス
り
ラ 

ン
カ
や
タ
イ
、
ビ
ル
マ
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の 

国
ぐ
に
、
イ
ン
ド
で
も
登
場
し
、
さ
ら
に
ア

メ
り
カ
の
仏
教
徒
た
ち
の
間
に
大
き
な
影
響 

を
及
ぼ
し
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
の
仏
教
の
姿

先
日
、

ス
リ
ラ
ン
カ
の
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
 

ブ
ッ
デ
イ
ズ
ム
の
指
導
者
、

ア
リ
ヤ
ラ
ト
ネ 

博
士
の
講
演
を
聴
く
機
会
を
え
た
。
博
士
は
、
 

「
仏
教
と
は
、
慈
悲
の
教
え
で
あ
る
が
、
そ 

れ
は
、
決
し
て
慈
善
事
業
を
意
味
し
な
い
。
 

現
代
の
矛
盾
に
満
ち
た
世
界
の
中
で
、
仏
教 

の
教
え
に
基
づ
く
代
案
を
提
示
し
、
実
践
す 

る
こ
と
だ
」
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
仏
教
に 

基
づ
く
社
会
像
や
国
家
像
を
示
し
て
そ
の
実 

践
に
取
り
組
む
こ
と
こ
そ
、
現
代
の
仏
教
徒 

の
課
題
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
日
本
に
は
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ツ 

デ
ィ
ズ
ム
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
。

い
や 

細
ぼ
そ
と
で
は
あ
る
が
そ
の
萌
芽
は
存
在
し 

た
。
紙
幅
が
尽
き
た
の
で
ふ
れ
な
い
が
、
早 

す
ぎ
た
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド•

ブ
ツ
デ
ィ
ス
ト
た 

ち
、
内
山
愚
堂
や
高
木
顕
明
、
妹
尾
義
郎
の 

名
前
だ
け
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

エ
ン
ゲ
イ
ジ 

ド•

ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
の
理
念
を
素
通
り
し
て
、
 

こ
れ
か
ら
の
仏
教
は
語
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

文
•

阿
満 

利

磨
(

あ
ま
・
と
し
ま
ろ) 

一
九
三
九
年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
教
育
学
部
卒
業
後
、
 

N H K
入
局
。
社
会
教
養
部
チ
ー
フ•

デ
イ
レ
ク
タ
ー 

を
経
て
、
現
在
、
明
治
学
院
大
学
国
際
学
部
教
授
。 

日
本
宗
教
思
想
史
専
攻
。
『
宗
教
の
深
層
』(

ち
く
ま 

学
芸
文
庫)

、
『
日
本
人
は
な
ぜ
無
宗
教
な
の
か
』
『
人 

は
な
ぜ
宗
教
を
必
要
と
す
る
の
か
』(

と
も
に
ち
く 

ま

新

書)

、
『
法
然

の

衝

撃

』(

人
文
書

院)

、
『
国
家 

主
義
を
超
え
る
』(

講
談
社)

、
『
社
会
を
つ
く
る
仏
教
』 

(

人
文
書
院)

な
ど
著
書
多
数
。

ぴ 
I 

ぷ 
る

い
ん
た
〜
み
つ
し
ょ
ん
一
取
材
同
行
メ
モ
よ
り
一

朝

食

も

閑

却

し

て

出

立

し

、

都

営

新

宿

線

船

堀

駅

に

着

く

と

、

そ

ば

つ

ゆ

の

香

り
 

が

漂

っ

て

き

た

。

嗅

覚

神

経

を

甘

く

温

く

包

み

込

む

、

と

き

め

き

の

ア

ミ

ノ

酸

多

重

奏

。

見

れ

ば

紺

青

の

暖

簾

に

白

抜

き

の

文

字

、

「
そ
ば 

う

ど

ん

」
。

あ

ま

り

慎

ま

し
 

や

か

で

な

い

我

が

腹

の

虫

が

、

絞

る

よ

う

な

声

で

給

餌

を

せ

が

む

。

寿

光

院

様

の

取

材

に

来

た

の

だ

が

、

ま

だ

時

間

は

あ

る

。

さ

て

、
手

の

甲

で

は

ら

り

と

暖

簾

を

払

え

ば

、
白

い

カ

ウ

ン

タ

ー

に

面

壁

す

る

人

、 

人

、
人
。

し

め

し

め

と

足

を

踏

み

出

せ

ば

、
不

意

に

感

じ

た

肩

へ 

の

フ

ェ

ザ

ー
•

タ
ッ 

チ

。

振

り

返

る

と

、

編

集

委

員F

の

顔

。

「
，可

や

っ

て

る

ん

で

す

か

、

も

う

行

き

ま

す

よ

」

嗚

呼

、

お

あ

ず

け

で

す

か

……

否

、

嘆

息

す

る

こ

と

な

か

れ

、

我

が

顚

倒

想

に

は
 

苦

受

な

り

と

覚

ゆ

れ

ど

も

、

ま

さ

に

善

知

識

に

見

え

ん

と

す

る

僥

倖

を

思

う

べ

し

。
 

F
よ

、

あ

な

た

の

指

先

は

、

か

の

ミ

ダ

ス

王

の

一

擦

か

。

仰

ぎ

見

れ

ば

、

薬

味

入

れ 

や

割

箸

入

れ

は

、

た

ち

ま

ち

金

剛

、

瑠

璃

、

玻

璃

、

陣

礫

、

瑪

瑙

。

駅

前

広

場

の
 

停

車

場

は

、

金

翅

鳥

の

舞

う

寂

光

浄

土

。

信

州

信

濃

の

そ

ば

よ

り

も

、

仏

の

そ

ば

に 

参

る

べ

し

。

い

ざ

、

ゆ

か

ん

。

い
ざ
、

ゆ

か

ん

。
 

(

貴
)

今

後

『
そ
う
せ
い
』
で
は
、
阿
満
先 

生
か

ら
の
ご

提
言

「
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド• 

ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
と
は
」
を
受
け
て
、
人 

び
と
の
苦
し
み
を
我
が
苦
し
み
と
し
て 

そ
の
解
決
に
動
く
仏
教
者
を
紹
介
し
て

ま
い
り
ま
す
。
今
号
は
、
東
京
都
江
戸 

川
区
に
あ
り
ま
す
浄
土
宗
寿
光
院
の
御 

住
職
・
大
河
内
秀
人
師
を
訪
ね
、
お
話 

を
伺
い
ま
し
た
。

〜
よ
り
良
い
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
〜
浄
土
宗 

寿
光
院

『社
会
と
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
』

——

お
忙
し
い
な
か
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま 

す
。
さ
て
、
お

寺

の

施

設

で

「小
松
川
市
民 

フ
ァ
ー
ム
」(

マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
を
改
築

し
て
利
用)

と
い
う
市
民
活
動
の
拠
点
が
あ 

る
と
お
聞
き
し
た
の
で
す
が
。

【大
河
内
】

市
民
フ
ア
ー
ム
と
い
う
の
は
い 

ろ
ん
な
人
が
集
え
る
場
所
で
す
。
そ
う
し
た
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場
を
地
域
に
開
放
し
て
、
寿
光
院
が
外
に
開 

く
と
い
う
こ
と
を
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。
 

も
う
一
つ
、

こ
れ
か
ら
市
民
み
ん
な
が
主 

役
に
な
っ
て
、
自
分
た
ち
で
社
会
を
つ
く
っ 

て
い
く
こ
と
を
し
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。
 

今
ま
で
は
行
政
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
社 

会
、
自
分
た
ち
は
主
体
的
に
変
革
を
し
て
い 

か
な
い
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、

一
人
一
人
が 

主
役
に
な
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
積
み
重
ね
で 

社
会
が
で
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
実
践
し 

て
い
ま
す
。

——
な
ぜ
自
分
た
ち
で
社
会
を
作
っ
て
い
く
の 

で
し
よ
う
か
？

【大
河
内
】

社

会

に

は
た

く
さ

ん

の
問

題 

(
苦)

が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
問
題
に
対
し
、
 

N
G
O

や
市
民
団
体
が
取
り
組
ん
で
い
く
。
 

か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
助
け
る
と
い
う
こ
と
で, 

は
な
く
て
、
そ
こ
の
中
か
ら
い
ろ
い
ろ
見
え 

て
き
た
こ
と
を
社
会
化
し
て
い
く
と
い
う
こ 

と
に
よ
っ
て
、
社
会
は
積
み
上
げ
ら
れ
て
い 

く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い 

ま
す
。

——
お
寺
が
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り
ま 

す
か
？

【大
河
内
】

僕
の
仏
教
観
と
し
て
、
お
釈
迦 

さ
ま
が
悟
り
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い 

て
、

一
言
で
言
え
ば
「宇
宙
の
真
理
を
悟
つ 

て
、
そ
し
て
縁
起
と
い
う
世
界
の
中
で
の
自 

分
の
役
割
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
て
、
周
囲 

の

世

界
(

宇
宙)

に
対
し
て
、
責
任
を
持
つ 

て
前
向
き
に
生
き
て
い
く
こ
と
」
と
い
う
ふ 

う
に
僕
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
現
代
に
当 

て
は
め
る
な
ら
、
社
会
の
中
心
に
出
て
い
く 

よ
う
な
生
き
方
を
本
来
お
釈
迦
さ
ま
は
説
い 

た
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、

あ
る
意
味
市
民
活
動
と
い
う 

も
の
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
に
か
な
っ
た 

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
形
に
し
て
い 

く
場
所
と
い
う
か
、
そ
こ
を
寺
と
し
て
は
サ 

ポ|

ト
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
現
代
の
一 

種
の
仏
教
活
動
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る 

わ
け
で
す
。

——
社
会
と
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と 

が
、
現
代
の
お
寺
の
あ
り
方
で
す
ね
。
 

【大
河
内
】

そ
う
で
す
。
社
会
に
あ
る
苦
し 

み
と
い
う
も
の
を
、
ま
ず
は
共
感
を
し
て
そ 

れ
か
ら
解
明
し
て
い
く
。
そ
の
苦
し
み
の
原 

因
と
い
う
も
の
を
見
極
め
て
い
く
。
そ
う
し 

た
上
で
、
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で 

い
く
。

こ
こ
で
大
事
な
の
は
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ 

る
か
と
い
う
こ
と
。

つ
ま
り
問
題
解
決
を
、
 

対
症
療
法
で
は
な
く
て
社
会
化
し
て
い
く
。
 

問
題
を
抱
え
た
人
が
い
た
ら
、
そ
れ
が
救
わ 

れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も
の
を
社
会

に
つ
く
り
た
い
。

一
つ
は
そ
う
い
う 

の
を
エ
ン
パ
ワl

メ
ン
ト
し
た
い
。
 

も
う
一
つ
は
、
宗
教
者
と
し
て
も 

そ
う
で
す
が
、
市
民
活
動
に
一
緒
に 

取
り
組
む
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
的 

な
社
会
の
問
題
が
よ
く
見
え
る
。
き 

ち
ん
と
し
た
思
い
と
戦
略
を
持
っ
て 

取
り
組
ん
で
い
る
グ
ル
ー
プ
と
手
を 

結
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
寺
と
し
て
も 

非
常
に
有
益
な
ん
で
す
よ
。

——
お
話
を
聞
い
て
お
り
ま
す
と
、
お 

寺
を
中
心
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ1
 

の
再
構
築
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に 

聞
こ
え
ま
す
が
。

【大
河
内
】

寺
を
中
心
と
し
た
と
い 

う
よ
り
も
、
寺
が
そ
こ
に
入
っ
て
い 

く
。

つ
ま
り
、
寺
が
今
の
人
び
と
の
苦
し
み 

で
あ
る
と
か
、
社
会
の
問
題
に
本
当
に
真
剣 

に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
た
め
に
、
関
わ
っ
て 

い
く
こ
と
は
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。
で
す 

か
ら
、
寺
と
し
て
檀
家
さ
ん
と
か
、
そ
れ
か 

ら
地
域
の
人
た
ち
の
生
活
と
か
、
未
来
と
か
、
 

思
い
と
か
に
応
え
て
い
く
た
め
に
、
本
当
の 

情
報
が
必
要
な
ん
で
す
。

——
お
寺
の
ほ
う
か
ら
外
へ
出
て
さ
ま
ざ
ま
な 

問
題
に
対
処
で
き
る
情
報
を
蓄
積
す
る
こ
と 

が
必
要
だ
と
。

【大
河
内
】
 

僕
自
身
が
出
て
い
っ
て
、

い
ろ 

い
ろ
関
わ
っ
た
り
、
も
ち
ろ
ん
全
部
が
で
き 

る
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
情
報
を 

檀
家
さ
ん
に
流
す
。
今
、

こ
う
い
う
問
題
が 

あ
る
ん
で
す
よ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
檀 

家
さ
ん
に
流
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
檀
家
さ
ん 

も
例
え
ば
同
じ
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
人
も
い 

る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
、
寿
光
院
の
土
地
を
利
用
し
て
、
 

N
 P

〇
と
協
働
で
高
齢
者
の
住
宅
を
造
っ
た 

ん
で
す
け
れ
ど
も
、

一
つ
の
生
き
方
の
提
案 

と
い
う
の
か
、

一
人
暮
ら
し
の
不
安
な
お
年 

寄
り
が
、

こ
う
い
う
生
活
の
仕
方
が
あ
り
ま 

す
よ
と
い
う
こ
と
を
、
提
供
す
る
こ
と
が
で 

き
ま
す
ね
。

そ
れ
は
一
つ
の
例
と
し
て
だ
け
れ
ど
も
、
 

そ
う
い
う
実
践
を
積
み
上
げ
て
く
る
と
、

い 

ろ
ん
な
他
と
の
つ
な
が
り
も
で
き
る
し
、
役 

所
か
ら
の
住
宅
手
当
が
と
か
、

こ
う
い
う
シ 

ス
テ
ム
が
あ
る
と
か
、
そ
れ
か
ら
介
護
保
険 

だ
つ
た
ら
こ
う
い
う
使
い
方
が
あ
る
と
か
と 

い
う
こ
と
も
、
そ
こ
で
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て 

い
き
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
檀
家
さ
ん
に
対
し 

て
も
、
地
域
の
人
に
対
し
て
も
答
え
る
こ
と 

が
で
き
る
。
別
に
僕
が
自
分
で
答
え
ら
れ
な 

か
っ
た
と
し
て
も
、

こ
の
人
の
と
こ
ろ
に
行 

き
な
さ
い
と
か
、
役
所
だ
っ
た
ら
、

こ
う
い 

う
窓
口
が
あ
る
か
ら
こ
こ
へ
行
っ
て
み
な
さ 

い
。
も
し
た
ら
い
回
し
に
な
り
そ
う
だ
っ
た 

ら
、
す
ぐ
連
絡
し
て
く
れ
と
。
そ
う
し
た
ら
、
 

次
が
…
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
対
応
で
き
る 

と
い
う
こ
と
で
す
。

——
ご
住
職
が
市
民
活
動
と
協
働
す
る
に
至
っ 

た
経
緯
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。
 

【大
河
内
】

僕
自
身
は
寺
に
生
ま
れ
ま
し
た 

け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
い
い
思
い
出
は
な
い
で 

す
。
学
生
時
代
、
別
の
寺
に
住
ん
で
い
ま
し 

た
が
、
そ
こ
で
す
っ
た
も
ん
だ
し
て
、
周
り 

の
寺
な
ど
か
ら
嫌
が
ら
せ
を
受
け
た
り
、

こ 

の
世
界
が
嫌
に
な
り
ま
し
た
。
で
も
、
関
係 

性
の
な
か
で
結
局
大
正
大
学
へ
編
入
す
る
わ 

け
で
す
。
就
職
活
動
も
し
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
 

企
業
へ
の
就
職
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
い
う
感
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チベット寺院を思わせる寿光院外観

覚
は
あ
り
ま
し
た
。
同
時
に
、
僧
侶
つ
て
い
つ 

た
い
何
な
ん
だ
と
。

こ
の
世
界
は
何
な
ん
だ 

と
い
う
問
題
意
識
を
ず
っ
と
持
っ
て
い
た
ん 

で
す
。

——

僧
侶
と
し
て
の
方
向
性
は
ど
う
開
け
て 

い
っ
た
の
で
す
か
。

【大
河
内
】 

全

青

協
(
注)

に
入
っ
た
こ
と 

が
大
き
い
で
す
ね
。
子
ど
も
の
問
題
に
限
ら 

ず
、
社
会
に
あ
る
問
題
と
か
か
わ
っ
て
い
る 

人
た
ち
の
中
に
本
当
の
仏
教
が
あ
る
と
い
う 

の
を
す
ご
く
感
じ
ま
し
た
。

(

注)

財
団
法

人

全

国

青

少

年

教

化

協

議

会

…
伝
統 

仏
教
教
団
六
十
余
宗
派
で
運
営
さ
れ
て
い
る 

財
団
法
人
。
青
少
年
の
健
全
育
成
を
目
的
と 

し
て
国
内
外
で
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
会 

長
は
浄
土
門
主
で
、

理
事
長
は
曹
洞
宗
宗
務 

総
長
。

あ
と
は
、

大
正
大
学
に
編
入
し
た
年
が 

-

九
八
〇
年
で
、

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
が
た 

く
さ
ん
出
た
の
で
、
衣
を
着
て
募
金
活
動 

を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
は
、
た
だ
何
と

な
く
世
間
の
大
騒
ぎ
の
中
で
、
仏
教
者
と
し 

て
も
何
か
し
な
け
れ
ば
み
た
い
な
感
覚
で
し 

か
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
に
感
じ
た
の
は
、
 

相
手
の
こ
と
、
募
金
を
受
け
取
る
支
援
先 

の
人
の
こ
と
を
想
像
す
る
力
が
弱
か
っ
た
こ 

と
で
す
。
あ
ま
り
に
も
こ
ち
ら
本
位
の
活
動 

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
そ
の
人
た
ち 

に
ど
こ
ま
で
共
感
し
て
い
る
の
か
と
。
そ
う 

し
た
部
分
で
何
と
な
く
釈
然
と
し
な
い
部
分 

が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
た
ま
た
ま
ュ 

ニ
セ
フ
で
、
子
ど
も
の
死
亡
率
が
高
い
ブ1
 

タ
ン
へ
の
支
援
活
動
を
支
え
る
仕
事
を
や
っ 

て
、

子
ど
も
の
健
康
や
命
に
か
か
わ
り
ま 

し
た
。
そ
こ
で
普
遍
的
な
意
味
の
社
会
的
弱 

者
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
社
会
を
支 

え
て
い
く
の
か
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
命
を 

ど
う
守
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え 

ま
し
た
。
医
療
の
向
上
と
か
経
済
発
展
と
い 

う
方
法
で
は
な
く
、
社
会
的
弱
者
を
守
る
仕 

組
み
を
、
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
作
っ 

て
い
く
と
い
う
実
践
は
、
今
の
活
動
に
つ
な 

が
っ
て
い
ま
す
ね
。

『
苦
集
滅
道
に
生
き
る
』

——
苦
の
原
因
を
探
求
す
る
場
合
「心
」
に
焦

点
を
あ
て
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
お
考
え 

で
す
か
。

【大
河
内
】

誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
お 

釈
迦
さ
ま
は
心
が
本
質
的
な
問
題
だ
と
は 

言
っ
て
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
む
し
ろ
心 

と
い
う
の
は
当
て
に
な
ら
な
い
と
。
 

僕
は
、
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け 

れ
ど
も
、
感
情
や
情
緒
に
流
さ
れ
ず
に
、
非 

常
に
合
理
的
な
理
性
で
四
諦
八
正
道
を
実
践 

す
る
の
が
仏
教
だ
と
思
う
ん
で
す
。
よ
く
愛 

と
い
う
言
葉
を
、
仏
教
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に 

使
う
。
僕
は
当
然
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う 

い
う
気
持
ち
は
当
然
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ 

け
れ
ど
も
、
た
だ
、
実
質
的
な
空
間
を
共
有 

し
た
り
、
み
ん
な
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
折
り
合
つ 

て
い
く
た
め
に
は
、
感
情
よ
り
も
、
お
互
い 

が
信
頼
を
持
っ
て
生
き
る
上
で
の
合
理
性
と 

い
う
も
の
を
、
理
性
的
に
、
知
的
に
追
究
し 

て
い
く
の
が
仏
教
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
血 

も
涙
も
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は 

な
く
て
、
心
を
受
け
止
め
つ
つ
、
そ
れ
に
振 

り
回
さ
れ
ず
に
、
自
分
た
ち
の
あ
る
べ
き
ビ 

ジ
ョ
ン
に
向
か
っ
て
実
践
す
る
と
い
う
の
が 

仏
教
だ
と
僕
は
思
う
ん
で
す
。

も
う
一
つ
、
縁
起
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ 

れ
は
世
界
と
か
未
来
を
変
え
て
し
ま
う
可
能

性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん 

で
す
。
変
え
る
可
能
性
と
か
責
任
を
持
っ
て 

い
る
と
い
う
こ
と
を
、
お
釈
迦
さ
ま
は
言
つ 

て
い
る
と
僕
は
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
問 

題
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
い
い
ほ
う
に
変
え
て
い 

く
。

つ
ま
り
、
浄
土
宗
的
に
言
え
ば
、
西
方 

十
万
億
土
と
い
う
、
差
別
の
な
い
、
欠
乏
の 

な
い
、
幸
せ
な
み
ん
な
が
救
わ
れ
る
世
界
と 

い
う
も
の
を
、

一
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
見 

据
え
た
中
で
、
そ
れ
に
向
け
て
、
前
向
き
に 

少
し
で
も
進
め
る
。
自
分
が
今
い
る
世
界
か 

ら
十
万
億
土
に
対
し
て
、

一
歩
で
も
一
ミ
り 

で
も
、
進
め
る
こ
と
が
人
間
の
使
命
な
ん
だ 

と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
は 

そ
れ
が
仏
教
だ
と
思
う
ん
で
す
。

※

な
お
、
今
回
ご
紹
介
致
し
ま
し
た
寿 

光

院•

大
河
内
師
の
具
体
的
な
活
動
内 

容
は
、
前
期
よ
り
の
本
誌
連
載
記
事
「
現 

代
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
環
境
運
動
」 

最
終
稿
に
、

「
環
境
問
題
へ
の
取
り
組 

み
」
と
い
う
視
点
か
ら
詳
し
く
紹
介
さ 

れ
て
お
り
ま
す
。

次

号

ニ

ニ

一

号(
十
一
月
五
日
発
行 

予
定)

に
掲
載
予
定
で
す
の
で
、
皆
さ 

ま
是
非
ご
覧
下
さ
い
。

•

大
河
内
師
と
共
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
取
り
組
む
市
民
団
体•

足

温

ネ

ッ

ト(

足

元

か

ら

地

球

温

暖

化

を

考

え 

る

市

民

ネ

ッ

ト)

、

江

戸

川

子

ど

も

お

ん

ぶ

ず 

(

子

ど

も

の

人

権

を

守

る)

、

ほ

っ

と

コ

ミ

ュ 

ニ

テ

ィ

え

ど

が

わ(

グ

ル

ー

プ

ハ

ウ

ス

の

企

画 

と

運

営)

、

江

戸

川N
G
O
大

学(
N
G
O

の 

活

動

を

通

し

て

世

界

を

知

る)

、

荒

川

ク

リ

— 

ン

エ

イ

ド
•

フ
ォ
—

ラ

ム
(

川

を

き

れ

い

に

し 

て

環

境

を

学

ぶ)

、

た

す

け

あ

い

ワ1
力I
ズ

も

も
(

介

護

か

ら

子

育

て

支

援

ま

で)

、

市

民 

外

交

セ

ン

タ|
 
(

少

数

民

族

を

支

援

す

る

国 

連N
G
O
)

、

ジ

ュ

レ1
•

ラ

ダ

ッ

ク(

イ

ン

ド 

の

ヒ

マ

ラ

ヤ

山

岳

地

域

に

あ

る

ラ

ダ

ッ

ク

と 

の

交

流)

な

ど

活

動

分

野

の

異

な

る

市

民

団

体 

(
N
P
O
法

人

な

ど)

が

、

寿

光

院

の

提

供

し 

て

い

る

小

松

川

市

民

フ

ァi
ム
(

寿

光

院A
 N
 

N
E
X
)

を

拠

点

と

し

て

活

動

し

て

い

る

。
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全
曹
青

情
報
局

三
〇
周
年
記
念
事
業•

記
念
式
典

三
〇
周
年
記
念
事
業
テ|

マ̂

^

^

^

^

「生
老
病
死
の
大
海
を
泳
ぐ
」

〜
私
が
見
つ
め
自
ら
が
行
い
自
分
の
言
葉
で
語
る
〜

♦

釈
尊
の
苦
、
現
代
の
苦

【
司
会
】
 

今
回
、
全
曹
青
創
立
三
〇
周
年
記 

念
事
業
と
い
た
し
ま
し
て
「生
老
病
死
の
大 

海
を
泳
ぐ
」
〜
私
が
見
つ
め
自
ら
が
行
い
自 

分
の
言
葉
で
語
る
〜
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
全 

国
各
地
七
ヶ
所
を
開
催
地
と
し
て
巡
り
な
が 

ら
一
年
間
や
っ
て
き
ま
し
た
。

〃
生
老
病
死
〃
と
い
う
の
は
新
し
い
言
い 

方
で
、
元
々
は
〃
老
病
死
〃
だ
け
で
い
い
わ 

け
で
す
が
。

【奈
良
】

釈
尊
の
修
行
の
出
発
点
は
老
病
死 

で
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
但
し
、
何
で
〃
老 

病
死
〃
が
人
生
の
苦
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
 

生
ま
れ
た
か
ら
だ
と
言
う
の
で
〃
生
〃
を
く
っ 

つ
け
た
と
い
う
人
数
合
わ
せ
な
面
が
古
代
イ 

ン
ド
の
教
理
学
の
中
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
仏 

教
と
い
う
の
は
生
老
病
死
に
代
表
さ
れ
る
苦 

と
い
う
も
の
を
如
何
に
乗
り
越
え
て
い
く
か 

と
い
う
の
が
一
番
大
切
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で 

す
。た

だ
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
克
服
で
き
る
苦

と
同
時
に
社
会
的
な
脈
絡
に
お
け
る
苦
と
い 

う
の
も
ま
た
、
人
生
の
苦
で
あ
り
ま
す
。
そ 

れ
を
ど
う
乗
り
越
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ 

と
を
、
も
う
少
し
私
ど
も
現
在
の
教
団
の
中 

に
い
る
人
間
と
し
て
は
考
え
て
い
か
な
く
て 

は
い
け
な
い
問
題
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
お
り 

ま
す
。

【秋
田
】

今
日
の
苦
を
考
え
た
時
に
、
最
近 

ス
ピ
り
チ
ュ
ア
ル 

(
S
P
M
t
u
a
_
)

 

と
い
う
言 

葉
が
何
か
と
話
題
に
な
り
ま
す
。W

H
O
 

が
以
前
健
康
の
定
義
に
こ
の
語
を
入
れ
て
以 

来
、
実

は

メ

ン

タ

ル(
m
e
m
a
_
)

と
は
全 

く
違
う
意
味
で
、
私
た
ち
日
本
人
の
中
で
も 

大
き
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

な
ぜ
そ
う
い
っ
た
言
葉
が
注
目
さ
れ
る
の 

か
と
い
う
と
今
日
の
苦
は
そ
の
原
因
が
よ
く 

分
か
ら
な
い
。
な
ぜ
自
分
は
生
き
て
い
る
の 

か
、
命
は
な
ぜ
あ
る
の
か
、
な
ぜ
人
を
殺
し 

て
は
い
け
な
い
の
か
、
み
た
い
な
問
い
か
け 

を
抱
え
こ
ん
だ
苦
が
、
私
た
ち
の
社
会
に
は 

す
ご
く
深
く
蔓
延
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん

で
す
。

そ
う
い
う
苦
に
取
り
囲
ま
れ
た
人 

び
と
の
悩
み
や
叫
び
を
、

た
く
さ
ん 

私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
子 

ど
も
や
若
い
人
た
ち
の
中
に
、
そ
の
苦 

は
た
く
さ
ん
感
じ
取
れ
ま
す
。
片
や
携 

帯
電
話
や
メ|

ル
が
ど
ん
ど
ん
発
達
す 

る
中
で
、
人
と
は
い
く
ら
で
も
関
わ
れ 

る
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
き
や
、
実
は
そ 

う
い
っ
た
利
器
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ 

ど
、
見
え
な
い
形
の
苦
と
い
う
も
の
は 

私
た
ち
の
心
の
中
に
ど
ん
ど
ん
堆
積
し 

て
い
っ
て
る
の
で
は
な
い
か
。
私
た
ち 

は
お
互
い
分
か
り
合
い
た
い
は
ず
な
の 

に
分
か
り
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ 

う
い
う
若
い
人
た
ち
の
苦
が
社
会
の
根

大盛況な中央研修会

底
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

若
い
人
た
ち
が
抱
え
て
い
る
苦
は
、
数
十 

年
経
て
ば
日
本
全
体
が
抱
え
る
苦
で
あ
り
ま 

す
。

♦

弱
さ
と
の
出
会
い
、
そ
し
て
目
覚
め
へ 

【奈
良
】

若
者
だ
け
で
は
な
く
て
、
大
人
も 

含
め
た
現
代
社
会
の
有
り
様
が
、
私
ど
も
仏 

教
徒
の
立
場
か
ら
言
う
と
、

い
わ
ゆ
る
〃
縁 

起
の
社
会
観
〃
と
い
う
の
が
完
全
に
崩
壊
し 

た
時
代
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

一
つ
一
つ
の
存
在
と
全
体•

世

界
•

宇 

宙
と
の
関
係
は
、
単
に
個
が
集
合
し
て
全 

体
に
な
る
の
で
は
な
い
。

一
つ
一
つ
の
も
の 

の
関
わ
り
合
い
の
総
体
が
全
体
だ
と
思
い
ま 

す
が
、
人
間

社
会•

自

然

社

会•

宇
宙
と
い 

う
も
の
は
、

こ
う
し
た
関
わ
り
の
社
会
で
あ 

る
だ
け
に
、
私
ど
も
生
き
て
い
く
時
に
は
自 

分
の
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
い
て
も
仕
様
が
な

い
。
自
他
の
関
係
が
出
て
く
る
。
そ
こ
に
何 

が
出
て
く
る
か
と
言
え
ば
、
や
は
り
慈
悲
だ 

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

【秋
田
】
 

慈
悲
と
い
う
も
の
を
本
当
に
自
分 

の
体
の
中
で
感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
の
が
、
 

私
に
と
っ
て
三
年
前
の
大
病
だ
っ
た
ん
で 

す
。
私
は
今
ま
で
人
の
介
護
の
世
話
に
な
る 

な
ん
て
夢
に
も
思
っ
て
な
か
っ
た
で
す
。
手 

術
後
二
日
間
身
体
が
全
く
動
か
な
く
て
、
紙 

お
む
つ
を
さ
れ
た
り
、
完
全
要
介
護
の
状
態 

だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
、
私
の
中
で
、
 

い
ま
ま
で
考
え
て
い
た
〃
慈
悲
〃
が
も
ろ
く 

壊
れ
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
、
自
分
が
ど
う
し
て
も
弱
い
存
在 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
つ 

た
こ
と
が
、
本
当
の
慈
悲
に
対
す
る
自
分
の 

本
質
的
な
目
覚
め
に
繋
が
っ
て
る
よ
う
な
気 

が
し
ま
す
。
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情報局全曹青

♦

「分
か
り
易
い
葬
儀
」
を
目
指
し
て 

【司
会
】

三
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会 

で

は

「分
か
り
易
い
葬
儀
」
と
い
う
も
の
を 

提
示
し
、
模
擬
葬
儀
や
回
向
文
の
現
代
語
訳 

を
試
み
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
っ
と
分
か
り
易
い
葬
儀
を
目 

指
し
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
私
た
ち
は
心
が
け 

て
や
っ
て
い
く
べ
き
な
の
で
し
よ
う
か
。
 

【奈
良
】

一
つ
は
、
現
在
私
ど
も
が
や
っ
て 

お
り
ま
す
葬
儀
の
や
り
方
、

こ
れ
は
十
一
世 

紀

の

中

国

の

『
禅
苑
清
規
』

の
中
に
ご
ざ
い 

ま
す
亡
僧
儀
礼
の
や
り
方
を
元
に
し
て
、
そ 

れ
を
日
本
に
お
い
て
鎌
倉
か
ら
室
町
に
か
け 

て
一
般
在
家
信
者
の
た
め
に
当
て
は
め
て
き 

た
儀
礼
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
葬
祭
と
い
う
も
の
は
、
本 

来
昔
か
ら
ど
こ
の
国
や
文
化
に
も
な
く
て
は 

な
ら
な
い
、

一
つ
の
民
俗
文
化
で
す
。
元
 々

民
間
信
仰
的
な
も
の
で
す
か
ら
、
す
べ
て
を 

仏
教
学
と
か
宗
学
と
か
い
う
形
の
教
義
的
な 

面
で
割
り
切
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
 

こ
れ
は
特
に
仏
教
学
者
と
か
宗
学
者
、
 

あ
る
い
は
お
師
家
さ
ま
の
中
に
よ
く
あ
る
ん 

で
す
が
、

「
葬
祭
？

葬
式
？

そ
ん
な
もやさしく説き示される奈良康明先生

の
は
仏
教
で
は
な
い
」
と
。
「
じ
ゃ
あ
な
ん 

で
葬
祭
な
ん
か
お
や
り
に
な
っ
て
る
ん
で
す 

か
」

っ
て
言
う
と
「仏
教
の
信
仰
の
世
界
に 

引
き
入
れ
る
方
便
と
し
て
や
っ
て
い
る
」
と 

い
う
お
答
え
が
非
常
に
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
 

間
違
っ
て
ま
せ
ん
。
分
か
る
ん
で
す
け
れ
ど 

も
、
そ
れ
を
逆
に
言
い
ま
す
と
ね
、
葬
祭
は 

檀
信
徒
の
方
を
仏
教
信
仰
に
引
き
入
れ
る
単 

な
る
手
段
で
し
か
な
い
と
い
う
、
葬

祭•

葬 

儀
そ
の
も
の
の
持
っ
て
い
る
宗
教
的
意
味
と 

い
う
も
の
が
完
全
に
無
視
さ
れ
て
し
ま
い
ま 

す
。仏

教
的
に
形
を
変
え
て
く
る
以
前
か
ら
本 

来
的
に
葬
祭
儀
礼
は
、
身
内
を
亡
く
し
た
人 

の
悲
し
い
傷
つ
い
た
心
を
少
し
ず
つ
癒
し
て 

い
く
プ
ロ
セ
ス
を
形
と
し
て
現
し
て
き
た
わ 

け
で
す
。

葬

儀•

法
要
に
お
き
ま
し
て
、
私
ど
も
お 

経
を
読
み
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
檀
信
徒
の 

方
は
お
布
施
を
さ
れ
ま
す
。
そ
の
功
徳
を
自 

分
(
檀
信
徒
自
身)

で
取
ら
な
い
で
、
亡
く 

な
っ
た
方
に
回
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
故
人 

の
冥
福
を
祈
る
。
こ
う
い
う
宗
教
的
な
も
の 

の
考
え
方
は
十
分
に
意
味
が
あ
る
と
、
私
は 

思
い
ま
す
。

私
も
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
自
坊
で
副
住 

職
と
一
緒
に
葬
式
の
時
に
回
向
文
を
現
代
語 

に
訳
し
ま
し
て
、

一
緒
に
唱
え
も
の
を
し
て 

い
た
だ
き
ま
す
。

つ
ま
り
宗
教
儀
礼
と
い
う
も
の
は
第
三
者 

が
腕
組
み
し
て
眺
め
る
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
で 

す
。
檀
信
徒
の
方
を
そ
の
葬
儀
の
中
に
巻
き 

込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

【秋
田
】

つ
い
先
日
な
ん
で
す
け
ど
、
初
め 

て
市
営
葬
と
い
う
の
を
つ
と
め
さ
せ
て
も

ご自身の活動を、解りやすく 

ご教示下さる秋田老師

ら
っ
た
ん
で
す
。
私
が
お
通
夜
に
行
く
と
、
 

市
の
方
が
一
人
だ
け
で
準
備
で
い
ら
っ
し
ゃ 

る
ん
で
す
が
、

お
通
夜
の
前
に
な
り
ま
し 

た

ら

「じ
ゃ
あ
私
は
こ
れ
で
失
礼
し
ま
す
か 

ら
、
後
は
喪
家
の
方
で
や
っ
て
下
さ
い
」

っ 

て
言
っ
て
、
全
部
喪
家
に
丸
投
げ
な
ん
で
す
。
 

そ
う
す
る
と
喪
家
は
「和
尚
さ
ん
、
何
も
分 

か
ら
な
い
か
ら
全
部
教
え
て
く
れ
」
と
。
私 

生
ま
れ
て
初
め
て
お
通
夜
の
司
会
と
い
う
の 

を

や

り

ま

し

た(
笑)

。

今
ま
で
私
た
ち
が
葬
儀
社
と
一
緒
に
や
っ 

て
来
た
環
境
の
中
で
、
寺
と
喪
家
と
の
関
係 

と
い
う
の
が
、
実
は
色
ん
な
形
で
サ
ー
ビ
ス 

化
さ
れ
て
、
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

結
局
関
係
が
ほ
と
ん
ど
結
べ
な
い
ま
ま
、
 

そ
れ
が
常
態
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
現
実 

の
中
で
、
初
め
て
市
営
葬
を
経
験
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
今
ま
で
関
係
を
阻
ん
で
い
た
余 

計
な
も
の
が
何
も
か
も
無
く
な
っ
た
時
に
、
 

非
常
に
喪
家
と
菩
提
寺
の
関
係
が
ダ
イ
レ
ク 

ト
に
見
え
て
、
作
る
こ
と
が
出
来
た
ん
で
す 

ね
。
何
か
私
た
ち
が
見
落
と
し
て
き
た
も
の 

が
そ
こ
に
は
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま 

し
た
。

講
師
プ
ロ
フ
ィ|

ル(
敬
称
略)
-
-
-
-

 

奈

良

康

明

一
九
二
九
年
、
千
葉
県
生
ま
れ
。
駒
澤 

大
学
総
長
、
文
学
博
士
、
前
曹
洞
宗
総 

合
研
究
セ
ン
タ|

所
長
、
東
京
都
台
東 

区
法
清
寺
住
職
。

秋

田

光

彦

一
九
五
五
年
、
大
阪
府
生
ま
れ
。
浄
土 

宗
大
蓮
寺
住
職
、
應
典
院
主
幹
。
 

明

治

大

学

文

学

部

演

劇

学

科

卒

業 

後
、

二
十
代
は
映
画
制
作
に
携
わ
り
、
 

「
ア
イ
コ
十
六
歳
」
な
ど
の
プ
ロ
デ
ュ1
 

サ
ー
兼
脚
本
家
と
し
て
活
躍
。
 

そ

の

後

佛

教

大

学

仏

教

学

科

を

経 

て
、

三
十
一
歳
で
浄
土
宗
教
師
に
。 

一
九
九
七
年
、
大
阪
市
大
蓮
寺
の
塔
頭 

應
典
院
を
再
建
。
「
学

び
•

癒

し
•

楽 

し
み
」

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
建
て
ら
れ 

た
同
寺
は
、
劇
場
仕
様
の
本
堂
を
中
心 

に
一
般
に
広
く
開
放
さ
れ
、

「
日
本
で 

最
も
若
者
が
集
ま
る
お
寺
」
と
評
さ
れ 

る
。

近
年

は

お

寺

が

様

々

なN
P
O

を
仲 

介•

支
援
す
る
「プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
化
」 

に
着
手
。
将
来
的
な
ビ
ハ
—
ラ
活
動
を 

見
据
え
る
な
ど
、

「
地
域
の
拠
点
と
し 

て
の
お
寺
」

の
地
位
を
確
固
た
る
も
の 

と
し
て
い
る
。

〇
大
蓮
寺
ホ|

ム
ペ|

ジ

h
r
t
p

 7

 ヽw
w
w
.
d
a
-
r
e
n
j
-
.
c
o
m
、  

司

会
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

阿

部

光

裕

三
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
長
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情報局全曹青

平
成
十
七
年
度

全
国
曹
洞
宗
青
年
会

去
る
平
成
十
七
年
五
月
十
二
日(
木)

午
前 

九
時
三
〇
分
よ
り
、
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
三 

階
桜
の
間
に
於
い
て
、
会
員
約
百
名
の
出
席 

の
も
と
、
平
成
十
七
年
度
定
期
総
会
が
開
催 

さ
れ
ま
し
た
。
会
に
先
立
ち
、
第
十
五
期
会 

長
•

山
口
英
寿
師
の
導
師
に
よ
る
開
式
諷
経 

が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
開
会
の
辞 

を
第
十
五
期
副
会
長
・
和
田
光
史
師
が
述
べ 

ら
れ
、
引
き
続
き
第
十
五
期
会
長•

山
口
英 

寿
師
よ
り
、
第
十
五
期
会
長
退
任
の
挨
拶
が 

述
べ
ら
れ
た
後
、

ご
来
賓
の
曹
洞
宗
宗
務
庁 

教

化

部

長•

清
成
昭
典
老
師
よ
り
、

ご
挨
拶 

と
青
年
僧
へ
の
激
励
を
賜
り
ま
し
た
。
そ
の 

後
、
議
長
団
の
選
出
が
行
わ
れ(
議

長•

佐 

藤
滋
光
師/

曹

洞
宗

福
島

県

青

年

会

副

議 

長•

柳
田
彰
宣
師/

京
都
曹
洞
宗
青
年
会)

、
 

迅
速
な
議
事
進
行
の
結
果
、
左
記
の
議
題
が 

そ
れ
ぞ
れ
承
認
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告

致
し
ま
す
。

•
第
一
号
議
案 

第
三
号
議
案 

第
四
号
議
案 

※

第
二
号
議
案

平
成
十
六
年
度
事
業
お
よ 

び
決
算
報
告
、
会
計
監
査 

報
告
の
承
認
の
件 

第
十
六
期
役
員
の
選
任
報 

告
の
件

平
成
十
七
年
度
事
業
計
画 

及
び
予
算
の
承
認
の
件 

会
則
改
正
の
件
に
つ
き
ま

し
て
は
、
第
十
六
期
に
お
い
て
継
続
審
議
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
第
三
号
議
案
の
承
認
に
よ
り
、

定
期
総
会 

左
記
の
新
執
行 

部
の
紹
介
が
あ 

り
ま
し
た
。
活 

発
な
議
論
の
の

ち
、
第
十
六
期

迅速且つ真剣な審議の様子

副
会
長•

門
脇
昌
文
師
の
閉
会
の
辞
に
よ
り
、
 

午
後
十
二
時
に
閉
会
致
し
ま
し
た
。

第
十
六
期
執
行
部 

会 

長 

副 

会 

長

仝 仝

顧 

問 

事 

務 

局 

長 

会 

計 

総

務

委

員

長
 

広

報

委

員

長
 

青

少

年

教

化

委

員

長 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
委
員
長 

法

式

委

員

長
 

I
 
T

委

員

長
 

事

務

局

次

長
 

庶 

務

仝仝仝

監 

事 

仝

宮

寺 

門
脇 

香
村 

大

坂 

山
口 

大
室 

丹
波 

中

村 

久

間 

田
中 

米

澤 

松

永 

大

野

守
正 

昌
文 

一
孝 

恵

司 

英

寿 

俊

英 

謙

雄 

嘉

秀 

泰

弘 

光

顕 

智

秀 

寛
道 

泰
生

喜
美
候
部
鐵
示

加

藤 

吉
田 

永

島 

早
船 

北
村 

芳

村

安

祥 

義

弘 

昌
英 

素

英 

学

爾 

元
悟

総
会
時
に
お
け
る

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て 

今
回
広
報
委
員
会
で
は
、
総
会
出
席
者
を 

対
象
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま 

し
た
。
こ
れ
は
、
「
そ
う
せ
い
」
誌
読
者
の 

方
が
た
並
び
に
各
曹
青
会
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
意 

見
•

ご
要
望
を
、
可
能
な
限
り
誌
面
に
反
映 

し
て
い
く
と
い
う
、
第
十
六
期
広
報
委
員
会 

の
編
集
方
針
に
基
づ
き
、
今
後
の
参
考
と
し 

て
試
験
的
に
実
施
し
た
も
の
で
す
。
左
記
に 

そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
条
項
と
そ
の
回
答 

を
抜
粋
し
て
列
記
致
し
ま
す
。

(
有
効
回
答
数
75)

〈
「
そ
う
せ
い
」
誌
に
つ
い
て
〉

•

「
そ
う
せ
い
」
誌
は 

読
ん
で
い
た
だ
い
て
い 

ま
す
か
？

•

い
い
え
と
答
え
ら
れ 

た
方
は
、
そ
の
理
由
を 

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

•

今

後

「
そ
う
せ
い
」
 

誌

に

何

を

求

め

ま

す 

か
？
(

複
数
回
答
可)

専門知識 

26

新しい情^/

33 /
わ

や

X3

•

も
し
あ

な

た

が

「
そ
う
せ
い
」
編
集
長
で 

あ
れ
ぱ
、
何
を
特
集
し
た
い
で
す
か
？ 

•

檀
信
徒
に
と
っ
て
の
魅
力
的
な
寺
づ
く 

り
(

寺
離
れ
を
防
ぐ
方
策) 

•

各
曹
青
会
の
活
動
内
容

•

雑

学

的

な

コ

ラ

ム(

書
道
、
華
道
、
茶 

道
に
通
じ
る
精
神)

•

心

に

伝

わ

る

一

言(

会
員
か
ら
募
集
す 

る)

•

禅
僧
の
紹
介

•

寺

族

の

悩

み

な

ど

〈
坐
禅
に
つ
い
て
〉

•

日

常
(

最
低3

日
に 

1

度)

、
坐
禅
を
し
て 

い
ま
す
か
？

•

い
い
え
と
答
え
ら
れ 

た

方

に

お

尋

ね

し

ま 

す
。
そ
れ
で
良
い
と
思 

い
ま
す
か
？

•

お
檀
家
さ
ん
に
は
坐 

禅

を

勧

め

て

い

ら

つ 

し
ゃ
い
ま
す
か
？

•

曹
洞
宗

の

坐

禅(

修 

行
法)

以
外
に
も
広
く 

知
り
た
い
、
学
び
た
い 

と
思
い
ま
す
か
？
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全曹青 情報局

退任にあたり
15th

全国曹洞宗青年会第15期会長山口 英寿
開
第15期全国曹洞宗青年会の任期満了を迎え、執行部を代

表して退任の御挨拶をさせていただきます。

第15期の会務運営について御協力を賜りました会員諸兄、 
蠶/こ多大なる賛助金を頂戴致しました賛助会員である全国

由院様、そして宗務庁教化部長老師を始めとする教化部 

■の皆様にまずもって御礼申し上げます。

寧5期中には、さまざまな自然災害が発生しました。被災 

鬱れた皆さまにはあらためてお見舞い申し上げます。特に、

水害•新潟中越地震に際しましては、被災地青年会の要請 

けて各曹青会に救援活動の呼び掛けをさせていただきま 
［した。それにお応えいただきました多くの会員の皆さまには、 

喇《両面からご協力を賜り、また、被災地に赴いての救援活動 

こなっていただきました。ここに感謝申し上げます。

■勾に、全国曹洞宗青年会30周年記念事業では、「生老病死 

名毎を泳ぐ」〜私が見つめ自らが行い自分の言葉で語る〜 

I 蠱うテーマを掲げ、全国各地7ヶ所に於いて開催をさせて 

だきました。各大会に御参加いただきました会員の皆さ 
「ま、並びに講師をお勤めいただきました諸老師・諸先生方、 

Iさらには、会場をご提供下さいました会場主の皆さまに、心

より御礼申し上げます。それぞれの大会には多数のご参加を 

［いただき、全大会の参加者延べ人数は千人を越えました。ま

た、その内容に目を向けますと、当初より各地域の事情を考 

慮に入れて企画を進めていただいたため、ご参加下さいまし 

た皆さまにもその内容に真摯に取り組んでいただきました。

その結果、幾つかの管区では、その大会内容を継続事業とし 

トて今後も議論を深めていただけるとのお話しを伺っておりま 

1す。これも偏に、主催各管区•各曹青会の皆さまに、幾度も 
飞議をお開きいただきました上に準備に奔走下さり、さらに 

魁会当日の運営とさまざまなご苦労を頂戴したお陰でござ 

います。開催地をお引き受け下さいました各曹青会の皆さま 

には、重ねて感謝申し上げます。

また、〈会則改正に関する委員会〉を発足させ、会則改正 

にも着手致しましたが、平成17年度-評議員会に於いて継続 

審議匚することとなりました。今後は、さらにご意見を賜り、 

より良い会則改正が実現できればと考えます。

第15期執行部は、『燃え上がれ青年のエネルギー』をスロー 

ガンに掲げ、会務を執行して参りました。私自身は微力でござ 

いましたが、管区理事と執行部諸兄に一丸となった活動をし

ていただきました事により、無事本日を迎える事が出来ました。

第16期宮寺守正会長を始めとする新執行部の皆さまには、 

全国曹洞宗青年会を益々発展させていただくと共に、各曹青 

会のより一層の御隆昌と御活躍をお祈り申し上げ、退任の御

挨拶とさせていただきます。

11 SOUSEI 2005.8
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第

十

五

期

執

行

部

随

想

録

会 

長

•

山

口 

英

寿

【愛

知

第

一

】

「
『
燃

え

上

が

れ

青

年

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

』

を

ス 

ロ

ー

ガ

ン

に

掲

げ

た

第

15
期

。

三

〇

周

年

記

念 

事

業

と

、

各

被

災

地

へ

の

救

援

活

動

を

通

じ

て 

皆

さ

ま

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

を

頂

戴

致

し

ま

し

た

。 

本

当

に

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。
」 

副

会

長

•

宮

寺 

守

正

【
彩

青

会
(

埼

玉

第

二)

】 

「
三

〇

周

年

と

い

う

大

き

な

節

目

を

迎

え

た

第 

15
期

、

執

行

部

の

一

員

と

し

て

参

加

で

き

た

こ 

と

を

あ

り

が

た

く

思

い

ま

す

。
」 

•

河

村 

康

秀

【北

海

道

第

一

】 

「
三

〇

周

年

の

節

目

の

大

事

業

で

あ

る

会

則

改 

正

に

関

わ

ら

せ

て

頂

き

、

精

一

杯

努

め

さ

せ

て 

頂

き

ま

し

た

。

今

後

、

当

会

が

さ

ら

に

社

会

的 

価

値

を

高

め

て

行

か

れ

ま

す

よ

う

心

よ

り

祈

念 

致

し

ま

す

。
」

•

和

田

光

史

【鳥

取

】

「
こ

の2
年

間

、

良

き

メ

ン

バ

ー

に

恵

ま

れ

、
 

任

を

果

た

す

こ

と

が

出

来

ま

し

た

こ

と

感

謝

申 

し

上

げ

ま

す

。

全

曹

青

の

一

層

の

飛

躍

を

心

か 

ら

祈

念

致

し

ま

す

。
」

顧 

問

•

池

上

幸

秀

【
い

ず

も

】

「C
0
0
-

か

つExc hng

で

し

か

も
 

い
つ 

も

楽

し

い
/

組

織

運

営

を

こ

こ

ろ

が

け

ま

し 

よ

う

。
」

事

務

局

長

•

逸

見

智

孝

【岐

阜

】

「
三

〇

周

年

記

念

事

業

、

会

則

改

正

、

並

び

に 

自

然

災

害

に

よ

る

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

等

、

全 

国

の

皆

様

の

ご

協

力

無

し

で

は

出

来

ま

せ

ん

で 

し

た

。

第

15
期

メ

ン

バ

ー

そ

し

て

全

国

の

方

が 

た

、

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。
」

会 

計

•

香

村

一

孝

【静

岡

第

一

】

「2
年

間

手

探

り

の

中

で

会

計

の

任

を

務

め

さ 

せ

て

い

た

だ

く

こ

と

が

で

き

ま

し

た

こ

と

を

心 

か

ら

御

礼

申

し

あ

げ

ま

す

。 

合

掌

」 

総

務

委

員

会

•

大

坂

恵

司

【
い

ず

も

】

「
試

行

錯

誤

の2
年

間

で

し

た

が

、

自

分

に 

と

っ

て

い

い

筋

肉

を

つ

け

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま 

し

た

。

ま

た

、

た

く

さ

ん

の

ご

縁

を

い

た

だ

い 

た

こ

と

に

感

謝

致

し

ま

す

。

あ

り

が

と

う

ご

ざ 

い

ま

し

た

。
」

広

報

委

員

会

•

秋 

央

文

【福

島

】

「
さ

ま

ざ

ま

な

ご

縁

に

支

え

ら

れ

て

の2
年 

間

、

『
そ

う

せ

い

』

編

集

を

通

じ

て

仏

教

で

説 

く

縁

起

の

意

味

を

体

感

で

き

ま

し

た

。

今

後

は 

支

え

る

側

に

回

り

、

支

え

て

く

れ

た

人

達

へ

恩 

返

し

が

で

き

れ

ば

と

思

い

ま

す

。
」 

青

少

年

教

化

委

員

会

•

阿

部

正

機

【新

潟

】

「
全

曹

青

と

い

う

大

き

な

器

の

中

で

活

動

さ

せ 

て

い

た

だ

い

た

こ

と

に

感

謝

し

て

お

り

ま

す

。 

こ

こ

で

経

験

し

た

こ

と

を

財

産

と

し

、

今

後

の 

青

少

年

教

化

に

生

か

し

て

ゆ

く

こ

と

を

誓

願

し 

ま

す
/

」

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

委

員

会

•

松

尾

哲

雄

【
長

崎

第

一

】

「
災

害

に

よ

る

、

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

へ

の

甚

大

な 

る

被

害

。

そ

ん

な

状

況

に

お

い

て

も

「
人

と

人 

と

の

繋

が

り

」

を

強

く

実

感

し

た

。
今

後

は

そ 

の

繋

が

り

を

よ

り

強

固

な

も

の

に

し

て

い

か

な 

け

れ

ば

…

。
」

法

式

委

員

会

•

清

水

了

祐

【宮

城

】

「
ご

協

力

い

た

だ

い

た

全

国

の

皆

さ

ま

に

感

謝 

を

申

し

上

げ

る

と

と

も

に

、

『D
I
G
 I

そ

う 

せ

い

』

を

ご

縁

に

さ

ま

ざ

ま

な

行

事

が

全

国

へ 

拡

が

る

こ

と

を

祈

念

致

し

ま

す

。
」

I
T
委

員

会

•

金

子

宗

元

【
秋

田

】

「
ネ

ッ

ト

上

の

全

曹

青

の

顔

と

い

う

重

圧

に

苦 

労

し

た2
年

間

で

し

た

。

暖

か

く

支

え

て

下

さ 

っ

た

方

が

た

に

深

く

感

謝

致

し

ま

す

。
」 

三

〇

周

年

記

念

事

業

実

行

委

員

長

•

阿

部

光

裕

【福

島

】

「
新

し

い

出

会

い

、
再

会

と

い

う

名

の

出

会

い

。 

す

べ

て

が

再

び

で

し

た

。

こ

れ

か

ら

も

同

じ 

方

角

を

向

い

て

歩

い

て

い

け

た

ら

な

と

思

い

ま 

す

。
」

事

務

局

次

長

•

中

村

嘉

秀

【
愛

知

第

一

】

「
多

く

の

方

が

た

の

力

を

お

借

り

し

な

が

ら

、
 

な

ん

と

か

つ

と

め

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

あ 

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。
」

庶 

務

•

鈴

木

理

元

【愛

知

第

三

】

「
短

い

任

期

の

中

、

さ

ま

ざ

ま

な

活

動

を

経

験 

致

し

ま

し

た

。

今

後

、

そ

の

経

験

を

地

元

曹

青 

に

活

用

し

て

い

き

た

い

で

す

。
」 

•

牧

野 

義

眞

【
彩

青

会
(

埼

玉

第

二)

】 

「2
年

間

、
皆

さ

ま

か

ら

の

良

縁

を

い

た

だ

き

、
 

た

い

へ

ん

勉

強

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

あ 

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。
」 

•

大

熊

真

龍

【
北

海

道

第

こ

「
あ

っ

と

い

う

間

の2
年

間

で

し

た

。

庶

務

と 

い

う

立

場

で

裏

方

の

仕

事

を

さ

せ

て

い

た

だ
 

き

ま

し

た

が

、

私

に

と

っ

て

か

け

が

え

の

な

い 

貴

重

な

体

験

と

な

り

ま

し

た

。

多

く

の

方

に

ご 

指

導

い

た

だ

き

な

が

ら

何

と

か

任

期

を

全

う

で 

き

ま

し

た

が

、

私

の

力

不

足

、

不

勉

強

か

ら

ご 

迷

惑

を

お

か

け

し

た

こ

と

、

多

々

あ

っ

た

と

思 

い

ま

す

。

今

後

は

、

こ

の

経

験

を

生

か

し

宗

門 

興

隆

の

た

め

に

一

段

と

精

進

し

て

い

く

所

存

で 

す

。
」

•

山

根

宗

信

【
鳥

取

】

「
貴

重

な

経

験

を

積

ま

せ

て

い

た

だ

く

こ

と

が 

で

き

、

感

謝

し

て

お

り

ま

す

世

監 

事

•

本

土

一

真

【
愛

媛

】

「
長

年

お

世

話

に

な

り

ま

し

た

全

曹

青

執

行

部 

と

も

お

別

れ

で

す

。
今

後

の

さ

ら

な

る

発

展

を 

祈

念

し

、

遠

く

四

国

の

地

よ

り

陰

な

が

ら

応

援 

致

し

ま

す

。
」

•

北

村

学

爾

【
山

梨

】

「
監

事

と

し

て

の

責

務

を

果

た

せ

た

と

は

い

え 

ま

せ

ん

が

、

お

蔭

様

で

良

い

経

験

を

さ

せ

て

い 

た

だ

き

、

感

謝

し

て

い

ま

す

。
」

第

十

五

期

管

区

理

事

♦

北

海

道

♦

東

海

♦

北

信

越

♦

近

畿

♦

中

国

♦

四

国

♦

九

州

芳

村
 

伊

串
 

小

林
 

舟

橋
 

鈴

木
 

平

岩
 

田

中
 

島

崎
 

葛

籠

貫

元

悟

【
北

海

道

第

二

】 

泰

純

【宮 

城

】 

慎

悟

【埼

玉

第

一

】 

宗

広

【
愛

知

第

一

】 

天
土

早

【
長

野

第

二

】 

浩

文

【
兵

庫

第

二

】 

証

道

【
鳥 

取

】 

敬

道
【
四

国•

高

知

】 

喜

昭

罷
 

本
】

三

〇

周

年

記

念

大

会

で

各

地

を

廻

り

、
 

懐

か

し

い

顔

と

の

再

会

や

、

新

し

い

会
 

員

の

叡

智

を

感

じ

取

る

こ

と

が

出

来

ま

し 

て
、

大

変

有

意

義

で

し

た

。

今

後

の

全

曹 

青

の

更

な

る

発

展

を

祈

念

致

し

ま

す

。 

第

十

五

期

東

北

管

区

理

事

伊

串

泰

純
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全曹青 情報局

第16期執行部

それぞれの思いがつながると 
いうことは、必ずや大きな財産 
になると信じています。2年間 
よろしくお願い致します。

副会長 

大坂恵司 
いずも

畐リ会長

香村一孝 

静岡第一

畐リな長 

門脇昌文 
宮城

会長 

宮寺守正 

彩青会（埼玉第二）
宮寺会長を補佐し、全曹青 

が全国各曹青会の橋渡し的役 

割が担える様に、微力ながら 

尽力させていただきます。

最初で最後の執行部入リとなり 
ます。全国の会員の皆さまの心を 
一つの輪（和）としてつなぐべく、 
2年間全力を以て臨む所存です。

2年間という限られた時 
間の中で、執行部を始め、 

全国各青年僧の熱い思いを 

一つにつなぎたい。

抱

負

広報委員会 

久間泰弘 
福島

総務委員会 

中村嘉秀 

愛知第一

会計

丹波謙雄
茨城

事務局長 

大室俊英 
福島

各曹青会会員諸師の皆さま 

に、これまで以上に「そうせ 

い」をお読みいただけるよう、 

編集作業に努力致します。

前期での経験を活かせれ 
ば…と考えております。皆さ 
まにご迷惑をおかけしないよ 
う、精一杯つとめさせていた 
だきます。

今期の会計を勤めさせていただき 
ます、茨曹青、丹波識と申します。 
体力勝負でがんばりたいと思います 
ので、宜しくお願い致します。

いよいよ第16期の船出。重荷を積 
み過ぎて沈まかよう心して舵を取り 
たい。そして如何なる荒波も柔軟心 
を「むね」に乗り越えていきたい。

顧問 

山口英寿 

愛知第一

これまで紛幾した鍵青の韻辨 

で、さまざま訪から默て齢た事を創 

期に嬴、各曹青会と全曹青纖〈麟して 

し、〈起そのお役に立てる樹潮力致します。

事務局次長 

喜美候部鐵示
I T委員会 

大野泰生 
山口

頂戴したこのご縁を大切 

にし、自らの立場を全うし 

たいと思います。どうぞ宜 

しくお願いします。

IT技術がさらに発達し身近に 
なってきました。全曹青♦各曹青会 
の活動等が、皆さまにより身近に 
なるよう尽力したいと思います。

ボランティア委員会 
米澤智秀 

茨城

够鳥青少年教化委員会
田中光顕

法式委員会 

松永寛道 
静岡第一

前期の「琉供養DVD」にさらなる編
集を加え、惭獄節VD」とともに全国 
的に事業展開したい。また、積極的にホー 
ムページ「般若」との連携を図リたい。

災害救援活動は勿論の事、各曹 
青会•各寺院においても実践でき 
る、僧侶としてのボランティア活 
動を推進していきたい。

子ども達や青少年との普段の 
触れ合いをこれまで以上に大切 
にしながら、更なる実践を目指 
していきたいと思います。

。北村 

山

事

学爾 

梨

庶務 

セキ/早船素英 

埼玉第一

庶務 

永島昌英 

新潟

庶務 

吉田義弘 

宮城

庶務 

加藤安祥 

彩青会（埼玉第二）
前期に引き続き監事のお 

役をいただきました。全曹 

青発展のため微力ながら務 

めさせていただきます。

任に当たって他に譲り難し。 
新参で微力ですが、執行部の確 
固たる縁の下の力持ちとなれる 
よう、弁道精進して参ります。

この度、執行部庶務を務めさせ 
ていただくことになりました。- 
生懸命、がんばりたいと思います。 
宜しくお願いします。

初めての全曹青になり 

ますが、一生懸命に務め 

させていただきます。よ 

ろしくお願い致します。

2年間お世話になりま 

す。一所懸命に務めさせて 

いただきますので、よろし 

くお願いいたします。

東北 

葦原憲義 
山形

北海道 

大嶽俊行 
北海道第三

監 事 

第芳村元悟 
北海道第二

東海 

志比道栄 
岐阜

昨年から、引き続き理事を務
めさせていただきます。本年は 
岐阜で禅文化学林が開催されま 
す。皆さまご参加下さい。

関東 

森 道輝 
彩青会（埼玉第二）

全曹青が積み重ねてきたも
のをさらに発展させられますよ 
う、お手伝いさせていただきま 
す。よろしくお願いします。

新たな出会いをご縁として大切にし 
たい。また、東北管区と全曹青の連結 
器となり、青年会和合に努力致します 
ので2年間宜しくお願い致します。

私は檀信徒の目線に立ったこ 
れからの青年僧のやるべき道を 
執行部の皆さまと模索していき 
たいと思って居ります。

これまでの経験を糧とし、 

より魅力的な全曹青となるた 

めのお手伝いをさせていただ 

ければ、と思っています。

小島宗彦 

佐賀

全国の各曹青会が発展する 
には、活発な意見交換と失敗 
を恐れない行動力が必要だと 
思います。微力ながらご加担 
させていただきます。

/2
全曹青と管区各曹青会とのパイ 

プ役として微力ながら2年間精一 
杯がんばって参りたいと思ってい 
ます。宜しくお願い致します。

浅学非才の身ではございま 

すが、第16期全曹青の輪が美 
しいものとなるように努力精 

進して行く所存です。

中国 

佐瀬宏洋 
いずも

近畿 

葛城天裕 
奈良

北信越 

高橋英寛 
新潟

昨年の三〇周年記念事業では 
たいへん勉強になりました。前 
期に引き続き、今期も懸命に尽 
力させていただきます。

全曹青も30年という歳 
月が過ぎ、今後もなお― 

層、一身同心で活動して 

いきたいと思います。

悪 九州 四国

F、桝田法範
四国

2

一

熊本

第16期管区理事
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全曹青 情報局

全国曹洞宗青年会30周年記念特別事業決算書 | | 平成16年度全国曹洞宗青年会歳入歳出決算書
期間平成16年4月1日〜平成17年3月31日

収入総額 

支出総額

12,608,566円
10,900,622円

1,707,944円差引 残額

収入の部 △印は減（単位：円）

款 項 目 予算額 決算額 比較増減 備 考

1.助成金 1.助成金 11,428,566 11,428,566 0

1.事業助成金 6,000,000 6,000,000 0 宗務庁より

2.協賛金 5,428,566 5,428,566 0

2.繰入金 1.繰入金 1,000,000 1,000,000 0

1.繰入金 1,000,000 1,000,000 0 特別会計より

3.雑収入 1.雑収入 21,434 180,000 158,566

1.雑収入 21,434 180,000 158,566 添菜等

合計 12,450,000 12,608,566 158,566

支出の部 △印は減（単位：円）

款 項 目 予算額 決算額 比較増減 備 考

1.事業費 9,700,000 8,106,443 △ 1,593,557

1.助成金 6,900,000 6,300,000 △ 600,000

1.大会助成金 6,300,000 6,300,000 0

北海道60万、 

東日本190万、 

東海70万、 

近畿北100万、 

中国60万、 

四国50万、 

九州100万

2•活動助成金 600,000 0 △ 600,000

2.記念 

式典費
1•記念式典費 100,000 0 △100,000

3.資料
作成費

2,350,000 1,513,646 △ 836,354

1.大会資料費 700,000 521,396 △ 178,604

2. CD-ROM 費 1,000,000 992,250 △ 7,750
「そうせい」

バックナンバー

3.人材バンク集費 650,000 0 △ 650,000

4.広報費 1.記録費 350,000 292,797 △ 57,203 各大会記録

2.運営費 2,650,000 2,500,179 △ 149,821

1.会議費 1,100,000 921,430 △ 178,570

1•委員会費 600,000 478,400 △ 121,600 委員会4回

2.執行部会費 500,000 443,030 △ 56,970
各大会準備•打 

合せ会

2.渉外費 1.交通費 1,400,000 1,457,000 57,000
大会参加出向助 

成

3.事務費 100,000 42,997 △ 57,003

1.消耗品費 20,000 22,902 2,902 コピー用紙代等

2.通信費 80,000 20,095 △ 59,905 送金等送料

4.雑費 1.雑 費 50,000 78,752 28,752
宗門寺院会場へ 

献香等

3.予備費 1•予備費 100,000 294,000 194,000

1.予備費 100,000 294,000 194,000
多々良学園舞台 

扉修理代

合計 12,450,000 10,900,622 △ 1,549,378

※差引残額1,707,944円は本部会計に繰り入れます。

30周年記念特別事業決算を以上の通り報告いたします。 

平成17年5月11日

全国曹洞宗青年会会長 山口英寿@ 

30周年記念事業実行委員長 阿部光裕@

全国曹洞宗青年会会計 香村一孝@

期間平成16年4月1日〜平成17年3月31日

歳入合計金額 36,050,377円
歳出合計金額 33,072,456円

差引残額 2,977,921円

歳入の部 △印は減（単位:円）

款 項 目 本年度予算額 本年度決算額 比較増減 備 考

1.会費 1.会費 14,411,500 14,417,230 5,730

1.会 費 1,411,500 1,458,500 47,000

500円 X 2,915 名 

1,000円 X1名
（前年度未収金20 
名分及び個人会 

員1名分含む）

2•賛助会費 13,000,000 12,958,730 △ 41,270 2614 件
（そうせい賛助）

2.助成金 1.助成金 15,700,000 15,470,000 △ 230,000

1.事業助成金 15,000,000 15,000,000 0
宗務庁より

（500万 X 3回）

2.協賛金 700,000 470,000 △ 230,000 そうせい広告料等

3.諸収入 1.諸収入 973,455 2,998,102 2,024,647

1.事業収入 900,000 1,220,095 320,095
萬燈供養DVD、 

ほとけさまの知 

恵袋、花祭り等

2.雑収入 73,455 1,778,007 1,704,552
預金利子、添菜、 

30周年残金
4.繰越金 1.繰越金 3,165,045 3,165,045 0

1•前年度繰越金 3,165,045 3,165,045 0
合 計 34,250,000 36,050,377 1,800,377

歳出の部 △印は減（単位:円）

款 項 目 本年度予算額 本年度決算額 比較増減 備 考

1.事業費 21,400,000 20,676,261 △ 723,739
1.委員会費 21,100,000 20,376,261 △ 723,739

1.総務委員会費 3,400,000 3,161,358 △ 238,642
花祭り事業、禅 

文化学林を含む

2•広報委員会費 12,500,000 12,477,579 △ 22,421
3.青少年教化 

委員会費
1,300,000 1,271,993 △ 28,007

4.ボランティ 

ア委員会費
1,200,000 1,172,181 △ 27,819

5•法式委員会費 1,700,000 1,405,886 △ 294,114
6. I T委員会費 1,000,000 887,264 △ 112,736

7.30周年記念 

事業実行委 

員会費

0 0 0
記念事業は特別 

会計予算

2.研修費 1.研修費 300,000 300,000 0
禅の集い中央研 

修会

2.運営費 11,600,000 12,396,195 796,195
1.会議費 9,100,000 10,025,899 925,899

1.役員会費 4,500,000 5,467,474 967,474
執行部会•理事会 

（会則改正委員会）

2.総会費 4,600,000 4,558,425 △ 41,575 総会•評議員会

2.事務費 400,000 428,128 28,128
1.印刷消耗品費 150,000 142,318 △ 7,682
2.通信費 200,000 285,810 85,810
3•備品費 50,000 0 △ 50,000

3.渉外費 2,050,000 1,792,168 △ 257,832

1.助成金 800,000 800,000 0
管区大会 

10万x8管区
2.慶弔費 300,000 417,168 117,168 管区大会祝賀、祝電

3•負担金 150,000 150,000 0
全日仏青加盟負 

担金等

4.交通費 800,000 425,000 △ 375,000
管区大会•全日 

仏青等出向助成

4•雑費 1•雑 費 50,000 150,000 100,000
会則改正に伴う 

弁護士料

3.予備費 1.予備費 1,250,000 0 △ 1,250,000
1.予備費 1,250,000 0 △ 1,250,000

合 計 34,250,000 33,072,456 △ 1,177,544

※差引残額2,977,921円のうち1,000,000円を特別会計に戻し入れ1,977,921円は 

次年度に繰越いたします。
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全曹青 情報局

平成17年度全国曹洞宗青年会歳入歳出予算書 |「全国曹洞宗青年会 平成16年度特別会計（ボランティア基金）報告|

期間平成17年4月1日〜平成18年3月31日

歳入合計金額 33,000,000円
歳出合計金額 33,000,000円

差引残額 0円

歳入の部 △印は減（単位：円）

款 項 目 前年度予算額 本年度予算額 比較増減 備 考

1.会費 1•会費 14,411,500 14,448,500 37,000

1.会 費 1,411,500 1,448,500 37,000 500円 X 2,895名
1,000円 X 1名

2.賛助会費 13,000,000 13,000,000 0
2.助成金 1.助成金 15,700,000 15,600,000 △100,000

1.事業助成金 15,000,000 15,000,000 0
宗務庁より 

（500万 X 3 回）

2.協賛金 700,000 600,000 △100,000 「そうせい」広告料等

3.諸収入 1•諸収入 973,455 973,579 124
1.事業収入 900,000 900,000 0 花まつり事業収入等

2.雑収入 73,455 73,579 124 寄付金.預金利息等

4.繰越金 1.繰越金 3,165,045 1,977,921 △1,187,124
1.前年度繰越金 3,165,045 1,977,921 △1,187,124

合 計 34,250,000 33,000,000 △1,250,000

歳出の部 △印は減（単位：円）

款 項 目 前年度予算額 本年度予算額 比較増減 備 考

1•事業費 21,400,000 22,750,000 1,350,000
1.委員会費 21,100,000 9,850,000 △11,250,000

1•総務委員会費 3,400,000 1,000,000 △2,400,000
2.広報委員会費 12,500,000 4,550,000 △7,950,000
3.青少年教化 

委員会費
1,300,000 1,000,000 △300,000

4.ボランティ 

ア委員会費
1,200,000 1,000,000 △200,000

5.法式委員会費 1,700,000 1,300,000 △400,000
6. 1 T委員会費 1,000,000 1,000,000 0

2.広報費 9,700,000 9,700,000
1•印刷費 4,500,000 4,500,000 「そうせい」印刷費

2.封筒印刷費 1,200,000 1,200,000
「そうせい」発送 

用封筒代2年分
3.発送費 4,000,000 4,000,000 「そうせい」郵送代

3.本部 

事業費
1•本部事業費 2,400,000 2,400,000

禅文化学林、花 

祭り事業

4.研修費 300,000 800,000 500,000
1.研修費 300,000 300,000 0 禅の集い中央研修会

2.記念式典費 500,000 500,000 30周年記念特別 

事業総括

2.運営費 11,600,000 9,850,000 △1,750,000
1•会議費 9,100,000 7,600,000 △1,500,000

1.役員会費 4,500,000 3,500,000 △1,000,000 執行部会•理事会

2.総会費 4,600,000 4,100,000 △500,000
総会•評議員会• 

委員会総会

2.事務費 400,000 450,000 50,000
1•印刷消耗品費 150,000 150,000 0
2.通信費 200,000 250,000 50,000
3.備品費 50,000 50,000 0

3.渉外費 2,050,000 1,750,000 △300,000

1•助成金 800,000 700,000 △100,000
管区大会

10万X 7管区

2.慶弔費 300,000 300,000 0
管区大会祝賀 

3万X 7管区等

3.負担金 150,000 150,000 0
全日仏青加盟負 

担金等

4.交通費 800,000 600,000 △200,000
管区大会•全日 

仏青等出向助成

4.雑費 1.雑 費 50,000 50,000 0
3.予備費 1•予備費 1,250,000 400,000 △850,000

1.予備費 1,250,000 400,000 △850,000
合 計 34,250,000 33,000,000 △1,250,000

※尚、各項•目間の流用を認めるものとします。

以上のとおり、予算を提案いたします。

平成17年5月11日

尚、特別会計としてボランティア基金3,340,765円、特別事業積立金1,000,000 
円を別途会計として報告いたします。

全国曹洞宗青年会会長宮寺守正 

会計丹波謙雄

期間平成16年4月1日〜平成17年3月31日

歳入総額 5,124,902円
歳出 総額 1,784,137円

歳入の部

差引残額 3,340,765円

（単位：円）

項 目 金 額 備 考

前年度繰越金 2,785,885

義援金収入 2,338,887 被災地災害義援金，ボランティア活動支援金

雑 収 入 130 預金利子

合 計 5,124,902

歳出の部 （単位:円）

項 目 金 額 備 考

復興活動助成金 500,000 被災地各青年会へ活動助成

被災地活動費 613,617 車両費，食材費，燃料費，滞在費，備品費等

交 通 費 591,645 復興活動交通費

通 信 費 78,875 復興活動通信費

合 計 1,784,137

差引残額3,340,765円を次年度に繰越いたします。

全国曹洞宗青年会 平成16年度特別会計（特別事業積立金）報告

歳 

歳

入 

出

期間 

総額 

総額

平成16年4月1日〜平成17年3月31日

2,000,000円
1,000,000円

歳入の部

差 引 残額 1,000,000円

（単位：円）

項 目 金 額 備 考

前年度繰越金 1,000,000

本年度繰入金 1,000,000 一般会計より繰り入れ

合 計 2,000,000

歳出の部 （単位:円）

項 目 金 額 備 考

助成金支出 1,000,000 30周年記念特別事業へ支出

合 計 1,000,000

差引残額1，000,000円を次年度に繰越いたします。

平成16年度一般会計決算、特別会計決算を以上の通り報告いたします。

平成17年5月11日

全国曹洞宗青年会会長山口英寿回） 

会計香村一孝面）

陽査報告）

平成16年度全国曹洞宗青年会、一般会計及び特別会計について、平成17年4 
月14日に東京都愛宕、青松寺にて、会長、副会長立ち合いのもと、諸帳簿• 

証書•関係書類を監査したところ、収入•支出•残金ともそれぞれ合致し、 

適性かつ正確に処理されていたことを報告いたします。

平成17年5月11日

全国曹洞宗青年会監事本土 一真@ 

監事北村学爾@
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情報局全曹青

全

国

曹

洞

宗

青

年

会

会

則

第

一

章

総

則

第

一

条
(
会
の
名
称)

こ
の
団
体
は
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
と
称
す
る
。 

(

以
下
、
本
会
と
い
う) 

第

二

条
(

事
務
所
の
所
在
地)

本
会
は
、
事
務
所
を
曹
洞
宗
宗
務
庁
内
に
置
き
、
 

事
務
局
を
定
め
る
と
こ
ろ
に
置
く
。 

第

三

条
(

会
の
目
的)

一
、
本
会
は
曹
洞
宗
の
教
化
理
念
に
基
づ
き
青 

少
年
教
化
を
主
た
る
事
業
目
的
と
す
る
。 

二
、
本
会
は
、
青
年
宗
侶
の
知
と
力
を
結
集
し
、
 

つ
ね
に
開
か
れ
た
世
界
へ
の
活
動
を
通
し 

て
、
宗
旨
に
根
ざ
し
た
人
間
の
育
成
を
は 

か
り
、
も
っ
て
健
全
な
社
会
の
形
成
に
寄 

与
す
る
と
と
も
に
各
地
曹
洞
宗
青
年
会
の 

相
互
の
連
携
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第

四

条
(
会
の
構
成
員)

本
会
は
第
三
条
の
目
的
に
賛
同
す
る
曹
洞
宗
青 

年
宗
侶
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

第

五

条
(
会
の
事
業)

本
会
は
、
そ
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
、
次
の 

事
業
を
行
う
。

①

教
化
活
動
並
び
に
文
化
事
業
推
進
の
研
究
開 

発
及
び
そ
の
方
策
の
実
施
。

②

現
代
の
諸
問
題
に
関
す
る
研
究
及
び
そ
の
対 

応
活
動
。

③

情
報
誌
の
発
刊
並
び
に
図
書
、
資
料
の
刊
行 

と
紹
介
。

④

各
地
曹
洞
宗
青
年
会
活
動
の
連
絡
調
整
及
び 

支
援
、
並
び
に
親
睦
を
は
か
る
。
 

⑤

そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
。 

第

六

条
(

事
業
年
度)

本
会
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま 

り
、

翌
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
終
わ
る
。
 

第

二

章

会

員

第

七

条
(
会
員
の
種
類
及
び
資
格)

本
会
は
、
第
四
条
に
よ
り
、
会
員
を
次
の
三
種 

と
し
、
そ
の
資
格
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

①

正
会
員

満
年
齢
十
八
歳
以
上
四
十
歳
以
下
の
宗
侶
。 

但
し
、
事
業
年
度
内
に
四
十
一
歳
に
達
し
た 

場
合
は
、

そ
の
年
度
内
に
は
正
会
員
と
し
て 

の
資
格
を
有
す
る
。
団
体
加
盟
の
場
合
は
、
 

そ
の
会
則
に
準
ず
る
。

②

賛
助
会
員

本
会
の
主
旨
に
賛
同
す
る
者
。

③

特
別
会
員

本
会
が
推
薦
す
る
宗
侶
。
 

第

八

条
(
会
員
の
権
利
及
び
義
務) 

本
会
の
会
員
は
、
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な 

事
業
に
参
加
す
る
権
利
を
有
し
、
会
則
そ
の
他 

の
規
定
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
い
、
本
会
の
目 

的
達
成
に
必
要
な
事
業
に
協
力
す
る
も
の
と
す 

る
。

第

三

章

役

員
 

第

九

条
(
役
員
の
種
類
及
び
数) 

本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

①

会

長
 

一
名 

②

副
会
長 

三
名 

③

理

事
 

九
名 

④

委

員

長

各

一

名
 

⑤

事

務

局

長

一

名
 

⑥

会

計
 

一
名 

⑦

監

事
 

二
名 

第

十

条
(

役
員
の
資
格
及
び
選
任) 

一
、
本
会
の
役
員
は
第
七
条
に
定
め
る
正
会
員 

の
中
か
ら
就
任
年
度
四
月
一
日
に
三
十
九 

歳
以
下
の
者
よ
り
選
任.
す
る
。 

但
し
、

理
事
の
年
齢
に
つ
い
て
は
そ
の
限 

り
で
は
な
い
。

ま
た
、
期
間
中
は
、

正
会
員
と
し
て
の
権 

利
及
び
義
務
を
有
す
る
。
 

二
、
本
会
の
役
員
の
選
任
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

①

会
長
は
、
別
に
定
め
る
細
則
に
従
っ
て
選 

任
す
る
。

②

副
会
長
は
、
別
に
定
め
る
細
則
に
従
っ
て 

選
任
す
る
。

③

理
事
は
、
各
管
区
に
於
い
て
一
名
選
出
す
る
。
 

④

委
員
長
は
、

理
事
会
で
選
任
し
、
評
議
員 

会
の
承
認
を
得
る
。

但
し
、
特
別
委
員
会
委
員
長
は
そ
の
限
り 

で
は
な
い
。

⑤

事
務
局
長
は
、
会
長
が
指
名
し
、

理
事
会 

並
び
に
評
議
員
会
の
承
認
を
得
る
。
 

⑥

会
計
は
、
会
長
が
指
名
し
、

理
事
会
並
び 

に
評
議
員
会
の
承
認
を
得
る
。
 

⑦

監
事
は
、

理
事
会
が
推
薦
し
、
評
議
員
会 

で
選
任
す
る
。

第

十

一

条
(

役
員
の
職
務) 

本
会
の
役
員
の
職
務
は
次
の
通
り
と
す
る
。
 

①

会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
理 

す
る
。

②

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
事
故

あ
る
時
は
、

こ
れ
を
代
行
す
る
。

③

理
事
は
、

理
事
会
を
構
成
し
、
各
地
区
曹 

洞
宗
青
年
会
の
相
互
連
絡
を
は
か
る
。
 

④

委
員
長
は
、
委
員
会
を
主
宰
し
、
本
会
の 

目
的
達
成
に
必
要
な
事
業
の
推
進
に
あ
た 

る
。

⑤

事
務
局
長
は
、
事
務
局
を
統
括
し
、
本
会 

の
事
務
一
切
を
行
う
。

⑥

会
計
は
、
本
会
の
会
計
処
理
を
統
括
す
る
。
 

⑦

監
事
は
、
本
会
の
会
務
及
び
会
計
を
監
査 

す
る
。

第

十

二

条
(

役
員
の
任
期)

役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。 

但
し
欠
員
が
生
じ
た
場
合
は
、
前
任
者
の
残
任 

期
間
と
す
る
。

第

十

三

条
(
名
誉
総
裁
、
名
誉
会
長
、
顧
問
の
設
置) 

一
、
本
会
は
、
名
誉
総
裁
に
両
大
本
山
貫
首
を 

推
挙
す
る
。

二
、
本
会
は
、
名
誉
会
長
に
宗
務
総
長
を
推
挙 

す
る
。

三
、
本
会
に
、

顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

顧
問
は
、

理
事
会
に
お
い
て
推
薦
し
、
会 

長
が
委
嘱
す
る
。

第

四

章

会

議

第

十

四

条
(

会
議
の
種
類)

本
会
の
会
議
は
理
事
会
、
評
議
員
会
、
総
会
と 

す
る
。

第

一

節

理

事

会

第

十

五

条
(

理
事
会
の
目
的)

理
事
会
は
会
務
の
執
行
に
関
す
る
審
議
を
行
う
。
 

第

十

六

条
(

理
事
会
の
構
成)

一
、
本
会
の
理
事
会
は
、

理
事
及
び
会
長
を
も 

つ
て
構
成
す
る
。

二
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
他
の
者
を
同
席
さ
せ 

る
こ
と
が
で
き
る
。

第

十

七

条
(

理
事
会
の
招
集
、
定
足
数
、
議
決) 

一
、

理
事
会
は
、
会
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。
 

二
、

理
事
会
は
、

過
半
数
の
出
席
を
も
っ
て
成 

立
す
る
。
但
し
、
委
任
状
を
含
む
。
 

三
、

理
事
会
の
議
決
権
は
理
事
及
び
会
長
が
有

す
る
。

四
、

理
事
会
の
議
決
は
、
出
席
者
の
過
半
数
を 

必
要
と
す
る
。

第

十

八

条
(

理
事
会
の
審
議
事
項)

理
事
会
は
、
本
会
の
活
動
の
円
滑
化
を
図
る
た 

め
に
、
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。

①

評
議
員
会
に
提
出
す
る
議
案
。

②

総
会
ま
た
は
評
議
員
会
か
ら
委
託
さ
れ
た 

事
頁
。

③

そ⑦

他
、
会
務
の
執
行
に
必
要
な
事
項
。

第

二

節

評

議

員

会

第

十

九

条
(

評
議
員
会
の
目
的)

評
議
員
会
は
、
本
会
の
議
決
機
関
と
す
る
。

第

二

十

条
(

評
議
員
会
の
構
成)

一
、
本
会
の
評
議
員
会
は
、
評
議
員
及
び
役
員 

を
も
つ
て
構
成
す
る
。

二
、
評
議
員
は
、
各
単
位
曹
青
会
が
一
名
を
選 

出
し
、
派
遣
す
る
。

三
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
他
の
者
を
同
席
さ
せ 

る
こ
と
が
で
き
る
。

第

二

十

一

条(

評
議
員
会
の
招
集
、
定
足
数
、
議
決) 

一
、
評
議
員
会
は
、
年
一
回
以
上
開
催
し
、
会 

長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。

二
、
評
議
員
会
は
、
評
議
員
の
過
半
数
の
出
席 

を
も
っ
て
成
立
す
る
。
但
し
、
委
任
状
を 

含
む
。

三
、
評
議
員
会
の
議
決
権
は
評
議
員
の
み
有
す 

る
。

四
、
評
議
員
会
の
議
決
は
出
席
者
の
過
半
数
を 

必
要
と
す
る
。

第
二
十
二
条)

一
、
評
議
員
会
は
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。

①

事
業
計
画
及
び
事
業
報
告
に
関
す
る
事
項
。
 

②

予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
事
項
。
 

③

そ
の
他
、
総
会
又
は
理
事
会
か
ら
審
議
を 

委
託
さ
れ
た
事
項
。

二
、
評
議
員
会
は
必
要
事
項
を
総
会
に
提
出
し
、
 

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

但
し
、
総
会
不
承
認
の
事
項
は
再
審
議
し 

そ
議
決
を
最
終
決
定
と
す
る
。
 

三
、
評
議
員
は
、
評
議
員
会
の
結
果
を
、
必
ず 

所
属
す
る
単
位
曹
青
会
に
報
告
し
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。

第

三

節

総

会

第

二

十

三

条(

総
会
の
目
的)

総
会
は
本
会
の
承
認
機
関
と
す
る
。

第

二

十

四

条(
総
会
の
構
成)

総
会
は
本
会
正
会
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
 

第

二

十

五

条(
総
会
の
招
集
並
び
に
承
認) 

一
、
総
会
は
、
年
一
回
開
催
し
、
会
長
が
こ
れ 

を
招
集
す
る
。
但
し
緊
急
の
必
要
が
あ
る 

時
、
も
し
く
は
正
会
員
の
半
数
以
上
の
要 

求
が
あ
る
時
は
、
会
長
は
、

こ
れ
を
招
集 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
総
会
の
承
認
は
、
出
席
者
の
過
半
数
を
必 

要
と
す
る
。

三
、
総
会
不
承
認
の
事
項
は
評
議
員
会
に
再
審 

議
を
要
求
で
き
る
。
 

第

二

十

六

条(

総
会
の
承
認
事
項) 

一
、
事
業
計
画
及
び
事
業
報
告
に
関
す
る
事
項
。 

二
、

予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
事
項
。
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三
、
役
員
の
選
任
に
関
す
る
事
項
。

四
、
そ
の
他
、
会
務
の
執
行
に
関
す
る
重
要
事
項
。
 

第

五

章

委

員

会
 

第

二

十

七

条
(

委
員
会
の
設
置) 

一
、
本
会
は
そ
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業
を 

調
査
し
、

研
究
し
、

又
は
実
施
す
る
た
め 

に
委
員
会
を
設
置
す
る
。
 

二
、
委
員
会
の
名
称
、
主
た
る
業
務
及
び
委
員 

数
は
、

理
事
会
で
審
議
し
、
評
議
員
会
の 

承
認
を
得
る
。

第

二

十

八

条
(

委
員
会
の
構
成)

一
、
委
員
会
は
委
員
長
一
名
の
ほ
か
、
委
員
若 

干
名
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
 

二
、
委
員
は
正
会
員
の
中
か
ら
、
委
員
長
が
推 

薦
し
、

理
事
会
の
承
認
を
得
て
、
会
長
が 

任
命
す
る
。

第

二

十

九

条
(
特
別
委
員
会
設
置)

特
別
に
必
要
な
事
由
の
生
じ
た
時
は
、

理
事
会 

の
決
定
に
よ
り
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
。
 

但
し
、
会
長
は
評
議
員
会
に
そ
れ
を
報
告
す
る
。
 

第

六

章

事

務

局
 

第

三

十

条
(

事
務
局
設
置)

本
会
の
一
切
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
、
事 

務
局
を
置
く
。

第

三

十

一

条
(

事
務
局
の
構
成)

本
会
の
事
務
局
は
以
下
の
通
り
と
す
る
。

①

事
務
局
長 

一
名

②

事
務
局
員 

若
干
名

③

常
任
幹
事 

一
名

④

幹
事 

若
干
名

第

三

十

二

条
(

事
務
局
員
、
常
任
幹
事
、
幹
事
の
資 

格
並
び
に
職
務)

一
、"

事
務
局
員
は
、
次
長
一
名
、
庶
務
若
干
名 

と
し
、
会
長
が
指
名
し
、

理
事
会
並
び
に 

評
議
員
会
の
承
認
を
得
る
。

ま
た
、
常
任
幹
事
は
宗
務
庁
担
当
課
長
と 

し
、
幹
事
若
干
名
は
宗
務
庁
担
当
課
書
記 

が
あ
た
る
。

二
、
事
務
局
員
は
事
務
局
長
を
補
佐
す
る
。 

ま
た
、
常
任
幹
事
は
局
務
を
掌
握
し
、
幹 

事
は
会
務
に
従
事
す
る
。

第

七

章

会

計

第

三

十

三

条
(

経
費
収
入)

本
会
の
経
費
は
、
会
費
、
賛
助
費
、
宗
務
庁
助 

成
金
、

及
び
寄
付
そ
の
他
を
持
っ
て
こ
れ
に
当 

て
る
。

第

三

十

四

条
(

会
費
納
入)

一
、
会
費
は
、
年
度
内
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

但
し
団
体
加
盟
の
場
合
は
会
員
名
簿
を
添 

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二
、
会
費
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
こ
れ
を
定 

め
る
。

第

三

十

五

条
(

会
計
年
度)

本
会
の
会
計
年
度
は
、
事
業
年
度
に
準
ず
る
。
 

第

八

章

執

行

部
 

第

三

十

六

条
(

執
行
部
の
目
的) 

執
行
部
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
務
の
執
行
に
携 

わ
る
。

第

三

十

七

条
(

執
行
部
の
構
成)

一
、
本
会
の
執
行
部
は
会
長
、
副
会
長
、
委
員 

長
、
事
務
局
長
、
事
務
局
員
、
会
計
を
も 

つ
て
構
成
す
る
。

二
、
必
要
に
応
じ
て
各
委
員
会
の
構
成
員
を
同 

席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第

三

十

八

条
(
執
行
部
の
協
議
事
項) 

執
行
部
は
、
本
会
の
運
営
の
円
滑
化
を
図
る
た 

め
に
、
次
の
事
項
を
協
議
す
る
。
 

①

理
事
会
に
提
出
す
る
議
案
。
 

②

理
事
会
か
ら
委
託
さ
れ
た
議
案
。
 

③

会
務
の
執
行
に
関
す
る
議
案
。
 

④

各
委
員
会
の
活
動
内
容
に
関
す
る
議
案
。
 

⑤

そ
の
他
、
必
要
な
事
項
。
 

第

九

章

会

則

の

変

更
 

第

三

十

九

条
(
変
更
の
手
続
き) 

こ
の
会
則
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
理
事 

会
に
於
い
て
そ
の
三
分
の
二
の
同
意
を
も
っ
て 

議
決
し
、
評
議
員
会
で
決
定
し
、
総
会
の
承
認 

を
得
る
。

付

則
こ
の
会
則
は
昭
和
五
十
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら 

施
行
す
る
。

昭
和
五
十
七
年 

五
月
十
四
日
、

一
部
改
正
。 

昭
和
六
十
年 

五
月
八
日
、
 

一
部
改
正
。
 

平
成
二
年 

五
月
十
一
日
、

一
部
改
正
。
 

平
成
四
年 

五
月
十
三
日
、

一
部
改
正
。
 

平
成
七
年 

六
月
一
日
、
 

一
部
改
正
。 

平
成
十
年 

六
月
十
六
日
、

一
部
改
正
。 

平
成
十
一
年 

六
月
十
七
日
、

一
部
改
正
。
 

同
年 

九
月
一
日
、
 

施
行
。 

平
成
十
二
年 

六
月
二
十
三
日
、

一
部
文
字
訂
正 

細

則

第
一
号 

入
退
会
に
関
す
る
細
則

一
、
本
会
に
入
会
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定

の
様
式
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

そ
の
年 

度
の
会
費
を
添
え
て
事
務
局
に
提
出
す
る
。
 

二
、
本
会
を
退
会
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定 

の
様
式
に
必
要
事
項
を
記
入
し
事
務
局
に 

提
出
す
る
。

三
、
事
務
局
は
、

入
退
会
の
申
し
込
み
を
受
理 

し
、

理
事
会
の
承
認
を
得
る
。
 

第

二

号

会

費

に
関

す
る

細
則 

一
、
年

会

費

一

、
〇
〇
〇
円 

二
、
賛
助
費 

任
意 

但
し
、

団
体
加
盟
は
、

一
会
員
あ
た
り
五
〇
〇 

円
と
し
、
加
盟
団
体
は
そ
の
前
年
度
の
会
員
数 

分
の
年
会
費
を
納
入
す
る
。

ま

た

年

会

費

に

は

「
そ
う
せ
い
」
購
読
料
四
回 

分
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
三
号 

会
長
副
会
長
選
出
に
関
す
る
細
則 

第
一
条 

こ
の
細
則
は
、
本
会
の
会
則
第
十
条
第
二 

項
に
基
づ
き
、
会

長
•

副
会
長
選
考
に
関 

す
る
事
項
を
規
定
す
る
。 

第
二
条 

会

長
•

副
会
長
選
考
を
行
う
為
、
選
考
委 

員
会
を
組
織
す
る
。
 

第

三

条

選

考

委

員

会

は

、

理
事
及
び
現
会
長
を
も 

つ
て
構
成
す
る
。

第
四
条 

選
考
委
員
長
及
び
副
委
員
長
各
一
名
は
、
 

委
員
の
互
選
に
よ
る
。
 

第

五

条

選

考

委

員

会

は

次

期

会

長

候

補

の

届

け

出 

の
諸
手
続
を
定
め
、
初
年
度
の
二
月
十
五 

日
迄
に
公
報
す
る
。 

第

六

条

次

期

会

長

候

補

者

は

、
管
区
曹
青
会
代
表 

者
と
単
位
曹
青
会
代
表
者
の
推
薦
状
を
付 

け
て
選
考
委
員
長
宛
に
届
け
出
た
者
と
す 

る
。

第

七

条

次

期

会

長

予

定

者

の

選

考

は

、
第
六
条
の 

定
め
る
候
補
者
の
中
よ
り
、
選
考
委
員
会 

で
、
責
任
を
も
っ
て
選
考
す
る
。
 

第

八

条

次

期

副

会

長

予

定

者

の

選

考

は

、
選
考
委 

員
会
と
次
期
会
長
予
定
者
と
協
議
し
、
責 

任
を
も
っ
て
選
考
す
る
。 

第

九

条

選

考

委

員

会

は

、
選
考
し
た
次
期
会
長
予 

定
者
及
び
副
会
長
予
定
者
を
、
評
議
員
会 

の
決
定
を
得
て
、

現
会
長
の
任
期
二
年
目 

総
会
で
そ
の
承
認
を
行
う
。 

第
四
号

会
計

に

関

す

る

細

則 

一
、
特
別
に
必
要
な
事
由
の
生
じ
た
時
は
、
特 

別
会
計
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

二
、
特
別
会
計
は
評
議
員
会
で
決
定
し
、
総
会 

の
承
認
を
得
る
。

修復工事から新築工事まで 

あらゆる対震(二対地震)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
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情報局全曹青

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
報
告

「
伝
統
世
界
の
中
で
生
き
る
者
と
し
て
失 

わ
れ
て
は
い
け
な
い
何
か
を
我
々
は
発
信
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
発
言
を
皮 

切
り
に
、
六
月
二
十
七
日
、
青

松

寺

様(
東 

京
都
港
区
愛
宕)

に
て
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

リ1

ダ
ー
研
修
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。
シ
ャ 

ン

テ

ィ

国

際

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

会(

以

下S
 

V
A
)

事
務
局
長
の
茅
野
俊
幸
師
と
、
緊
急 

救
援
室
室
長
の
関
尚
士
氏
の
お
二
人
を
講
師 

と
し
て
災
害
に
お
け
る
現
場
の
対
応
、
地
域 

の
防
災
の
あ
り
方
が
講
義
さ
れ
ま
し
た
。
そ 

も
そ
も
東
南
ア
ジ
ア
難
民
救
済
会
議
か
ら
ス 

タ|

ト
し
たS
V
A

で
し
た
が
、
阪

神•

淡 

路
大
震
災
が
国
内
緊
急
救
援
活
動
の
出
発
点 

と
な
っ
た
そ
う
で
す
。
当
時
震
災
の
た
め
に 

情
報
が
遮
断
さ
れ
て
、
支
援
物
資
の
輸
送
に 

た
い
へ
ん
苦
労
し
た
経
験
か
ら
、
震
災
の
現 

場
で
動
け
る
に
は
指
示
を
的
確
に
出
せ
る
組 

織
と
り
ー
ダI
(

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
た
め
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア)

が
必
要
だ
と
茅
野
師
は
実 

感
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
続
い
て
関
氏
は
画
像 

を
用
い
な
が
ら
、
昨
年
の
兵
庫
県
豊
岡
市
の 

風
水
害
と
、
新
潟
県
中
越
地
震
の
緊
急
支
援 

の
実
情
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
短
期
決
戦
の 

人
海
戦
術
で
対
応
せ
ね
ば
な
ら
な
い
風
水
害 

と
、
事
前
に
予
測
不
可
能
で
長
期
化
す
る
震 

災
と
の
違
い
を
通
じ
て
、
災
害
の
種
類
に
よ 

る
対
応
の
仕
方
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に
な
り 

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
実
際
の
状
況
を
踏
ま 

え
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ツ
プ
さ
れ
て
き
た
の
が
、
 

地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
、
防
災
に
備
え
た 

住
民
相
互
の
結
び
つ
き
、
緊
急
災
害
時
に
お 

け
る
現
場
の
行
動
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ 

こ
で
実
際
の
試
み
と
し
て
昨
年
埼
玉
県
狭
山 

市

で

行

わ

れ

た

「防
災
寺
子
屋
」

の
紹
介
が 

あ
り
ま
し
た
。

こ
の
試
み
は
総
勢
三
百
人
の 

参
加
者
を
得
て
、
防
災
に
関
す
る
講
義
、
防 

災
の
意
識
を
高
め
る
た
め
の
町
歩
き
と
防
災 

マ
ッ
プ
の
作
成
と
い
う
よ
う
に
、
 

子
ど
も
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
大 

人
や
行
政
を
も
巻
き
込
む
と
い
う 

地

域

に

お

け

る

「
つ
な
が
り
」
を 

作
り
出
す
こ
と
に
大
き
な
成
果
を 

生
み
出
し
ま
し
た
。
「
共
に
苦
し 

み
つ
つ
実
践
す
る
利
他
行
」
と
し 

て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
。
 

最

後

に

「今
回
の
講
習
を
現
場 

で
い
か
に
活
か
し
て
い
く
か
が
課 

題
で
す
」
と
米
澤
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

委
員
長
は
結
ば
れ
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
度

委

員

会

総

会

報

告

六
月
二
十
七
日
午
後
一
時
よ
り
、
青
松
寺 

様
(
東
京
都
港
区
愛
宕)

の
貝
塚
ホ|

ル
に 

て
、
平
成
十
七
年
度
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
委 

員
会
総
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
香
村
一
孝
副 

会
長
の
開
会
の
辞
よ
り
始
ま
り
、
委
嘱
状
伝 

達
、
宮
寺
守
正
会
長
の
挨
拶
、
執
行
部
並
び 

に
各
委
員
の
自
己
紹
介
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

続
い
て
、
各
委
員
会
の
活
動
計
画
報
告
が
行 

わ
れ
、
活
発
な
質
疑
応
答
の
後
、
門
脇
昌
文 

副
会
長
が
閉
会
の
辞
を
述
べ
ら
れ
、
滞
り
無 

く
終
了
致
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
、
午
後
四 

時
よ
り
、
委
員
会
会
計
と
庶
務
の
実
務
説
明 

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
午
後
五
時 

三
十
分
か
ら
懇
親
会
が
行
わ
れ
、
各
委
員
の 

親
睦
を
深
め
無
事
円
成
致
し
ま
し
た
。

新たな気持ちで行われた議事の様子

寺院用仏具•仏壇•製造販売 はう Aう
曹洞宗梅花流法具販売指定店） :: ムニ

上放光
仆(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H79-2 
〒380-0911長野市稲葉1980 -1

本店•工場 

新潟店 

川越店 

高崎営業所 

長野営業所

http://www.hoko-butugu.com/
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:昭和50年
:恒川仁志

:宮前憲生

:森孝基

:奥村良元

:竹内昭道

:日比泰広-二宮輝康6

長

局 

数 

足

長

会

務

計

査

事

員
 

発

会

副

事

会

監

理

会

Club ReporナI青年会モザイク

滋賀県曹洞宗青年会

▲報恩感謝を胸に道元禅師得度霊蹟拝登

」
幺

賀

県

曹
洞
宗
青
年
会
は
、
比
叡
山
延
暦 

、
汉

寺

を

始
め
、
数
多
く
の
歴
史
的
な
寺
院 

や
史
跡
、
ま
た
琵
琶
湖
と
い
う
日
本
一
大
き 

な
湖
を
有
す
る
、
自
然
と
歴
史•

文
化
の
地
、
 

湖
国
滋
賀
を
拠
点
と
し
、
会
員
十
六
名
と
小 

規
模
な
が
ら
以
下
の
よ
う
な
グ
ロ
—
バ
ル
な 

活
動
を
展
開
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
 

乍

年
七
月
二
十
九
日
に
は
、
ラ
イ
オ
ン
ズ 

田

ク
ラ
ブ
・
ユI

ス
キ
ャ
ン
プ
の
外
国
人 

青
年
に
よ
る
日
本
研
修
の
一
環
と
し
て
、
滋 

賀
県
北
部
余
呉
町
の
山
間
に
あ
る
洞
寿
院
に 

お
い
て
、
『
坐
禅
会
』
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
ハ
、

ア
メ
り
カ
各
国
か 

ら
お
い
で
の
六
十
一
名
の
青
年
の
方
が
た
に 

は
、
坐
禅
や
作
務-

法
話
を
通
じ
て
、
自
然
豊 

か
な
洞
寿
院
の
境
内
で
心
静
か
な
ひ
と
時
を 

過
ご
し
て
い
た
だ
け
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
 

た
、
同
八
月
八
日
に
は
、
湖
北
中
学
校 

ま

の
生
徒
と
そ
の
保
護
者
の
皆
さ
ま
に
よ 

る

『
坐
禅
会
』
も
、
同
じ
く
洞
寿
院
に
お
い 

て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

一
九
五
名
と
い
う
大 

所
帯
の
中
、
親
子
と
も
ど
も
坐
禅
や
作
務
に 

励
ま
れ
る
姿
に
触
れ
、
我
々
も
心
和
む
ひ
と 

時
で
あ
り
ま
し
た
。

ス
ー
の

よ

う

な

『
坐
禅
会
』
を
中
心
に
、
滋 

賀
県
曹
洞
宗
青
年
会
で
は
坐
禅
指
導
・
 

作
務
・
法
話
と
い
っ
た
活
動
を
県
内
各
所
で 

行
い
、
国
内
海
外
問
わ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
世 

代
の
方
が
た
と
交
流
を
持
ち
、
共
に
曹
洞
禅 

を
参
学
し
て
お
り
ま
す
。

ヒ

、
た
、
師
走
の
十
二
月
に
は
、
比
叡
山
延 

ま

暦
寺
御
山
内
、
横
川
の
道
元
禅
師
の
得 

度
霊
跡
を
清
掃
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
拝
登 

の
法
要
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま 

す
。
毎
年
恒
例
の
行
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
 

私
ど
も
が
こ
う
し
て
、
道
元
禅
師
の
お
膝
元 

で
生
か
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
、
改 

め
て
報
恩
感
謝
の
念
を
抱
く
こ
の
『得
度
霊 

跡
清
掃
』
は
、
我
々
青
年
会
の
み
な
ら
ず
管 

内
宗
侶
に
と
っ
て
大
切
な
活
動
の
ひ
と
つ
で 

も
あ
り
ま
す
。

斤
ー
年
特
に
力
を
入
れ
て
い
る
活
動
に
、
『
琵 

、
其

琶
湖
湖
岸
清
掃
』
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
 

グ
り1

ン
•

プ
ラ
ン
の
一
環
と
し
て
、
滋
賀 

県
に
住
む
我
々
は
、
琵
琶
湖
を
通
し
て
「自 

然
と
の
共
生
」

と
い
う
視
野
の
も
と
、

環 

境
保
全
に
関
す
る
役
割
を
積
極
的
に
担
お
う 

と
、
計

画
•

実
行
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
前 

回
は
、
本
年
二
月
一
日
寒
空
の
も
と
、
琵
琶

湖
湖
岸
の
清
掃
を
行
な
い
ま
し
た
。
 

琵
琶
湖
環
境
の
改
善
を
求
め
る
滋
賀 

県
民
の
願
い
と
は
裏
腹
に
、
あ
ふ
れ 

る
ゴ
ミ
の
量
を
目
の
当
た
り
に
し
、
 

ま
す
ま
す
曹
洞
宗
青
年
僧
侶
と
し
て 

グ

リ

ー

ン•

プ
ラ
ン
の
推
進
を
心
に 

ヽ
 

誓
う
活
動
と
な
り
ま
し
た
。
 

 ヽ

一
4

年
さ
ま
ざ
ま
な
講
師
を
お
招
き
一 

倖

し
て
開
催
し
て
お
り
ま
す
『
人 

バ
 

権
学
習
会
』
も
、
私
た
ち
の
大
切
な 

/
 

活
動
の
ひ
と
つ
で
す
。
人
間
関
係
が 

希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
現 

代
社
会
に
お
い
て
、

こ
こ
ろ
と
こ
こ 

ろ
の
繫
が
り
が
如
何
に
大
切
か
を
学
び
、

い 

ま
私
た
ち
が
す
べ
き
事
を
常
に
考
え
、
ひ
と 

り
ひ
と
り
を
大
切
に
す
る
僧
侶
と
し
て
さ
ら 

に

研

鑽•

学
習
を
積
み
、
歩
ん
で
い
き
た
い 

と
存
じ
ま
す
。

▲ゴミの増加を実感する琵琶湖湖岸清掃

/ A

た

ち

が

「
人
権
・
平
和•

環
境
」
を
唱 

/

え
活
動
す
る
と
き
、

「
こ
れ
で
十
分
」 

と
い
う
こ
と
は
決
し
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
し 

か
し
、
我
々
青
年
僧
侶
が
力
を
結
集
し
た
と 

き
、

「
こ
れ
で
い
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
が 

必
ず
見
え
て
く
る
と
信
じ
て
活
動
し
て
参
り 

た
い
と
存
じ
ま
す
。

一
 
•

の
他
、
法
式
研
究

会•

会
員
同
士
の
親 

そ

睦
ス
ポ
ー
ツ
大
会
な
ど
の
県
内
活
動
を 

は
じ
め
、
近
畿
曹
洞
宗
青
年
会
連
絡
協
議
会 

の
一
員
と
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
活
動. 

参
学
の
つ
ど
い•

親
睦
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
へ 

の
参
加
な
ど
、
多
種
多
様
に
わ
た
り
活
動
を 

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

忙

年
、
私
た
ち
滋
賀
県
曹
洞
宗
青
年
会
は
、
 

オ

発
足
三
〇
周
年
を
迎
え
、
諸
先
輩
方
の 

こ
れ
ま
で
の
ご
功
績
を
振
り
返
り
、

こ
れ 

か
ら
の
活
動
を
見
つ
め
直
す
好
機
を
得
ま
し 

た
。

こ
の
ま
た
と
な
い
機
会
に
、
少
数
な
が 

ら
も
会
員
一
同
力
を
合
わ
せ
、
我
々
の
目
的 

と

す

る

『会
員
相
互
の
向
上
を
は
か
り
、
和 

合
協
調
し
布
教
活
動
に
勤
め
る
』

こ
と
を
念 

頭
に
、
我
々
に
い
ま
有
る
も
の
を
最
大
限
に 

生
か
し
た
活
動
に
精
進
し
て
参
り
ま
す
。
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0
 

〇
 

そ
一
つ
せ
い
イ
ン
フ
ォ
メ1

シ
ョ
ン 

o
 

O

—
九
州
管

九
州
曹
青
会
総
会•

宮
崎
大
会
開
催
さ
れ
る

第
三
十
五
回
九
州
曹
洞
宗
青
年
会
総
会• 

宮
崎
大
会
は
、
平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日
、
 

宮
崎
県
宮
崎
市
の
「宮
崎
観
光
ホ
テ
ル
」
を
会 

場
に
、
九
州
各
地
よ
り
百
余
名
の
青
年
僧
侶 

が
参
集
し
、
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

開
会
に
先
立
ち
、
九

曹

会

長•

葛
籠
貫
喜 

昭
師
を
導
師
に
開
会
諷
経
が
厳
修
さ
れ
、
引 

き
続
き
総
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
「
こ 

う
し
た
ら
仏
教
が
若
者
に
伝
わ
っ
た
」
と
題 

し
、
サ
ン
グ
ラ
ハ
心
理
学
研
究
所•

岡
野
守

講
演
の
中
で
岡
野
氏
は
、
近
代
科
学
の 

還
元
主
義
的
な
世
界
観
を
暗
黙
の
う
ち
に
押 

し
付
け
る
現
代
日
本
の
教
育
の
あ
り
方
に
対 

し
、
自
分
の
命
の
意
味
を
納
得
で
き
る
よ
う 

な
新
た
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
教
育
の
あ
り
方
を 

提
示
な
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
現
代
日
本
の 

教
育
に
最
も
欠
け
て
い
る
面
や
、
そ
れ
ゆ
え 

に
若
者
の
心
を
蝕
ん
で
い
る
問
題
を
克
服
す 

る
た
め
に
、
多
く
の
人
が
受
け
入
れ
や
す
い

真剣に講演に聴き入る会場

が
で
き
、
私
の
中
に
あ
る
軸
が
確
立
さ
れ
つ 

つ
あ
り
ま
す
。
仏
教
や
心
理
学
、
唯
識
学
な 

ど
が
自
分
の
中
で
繋
が
り
始
め
た
と
き
、
初 

め
て
本
当
に
人
に
語
れ
る
自
分
に
な
る
の
だ 

ろ
う
と
漠
然
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
感
じ
て 

お
り
ま
す
。

最
後
に
本
大
会
開
催
に
あ
た
り
、

ご
尽
力 

賜
り
ま
し
た
九
曹
会
長
を
は
じ
め
と
す
る
九 

曹
執
行
部
の
皆
さ
ま
、
全
曹
会
長
さ
ま
、
副 

会
長
さ
ま
、
そ
し
て
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
参
集 

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
九
州
各
県
会
員
の
皆 

さ
ま
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
、
大
会
無
事
円 

成
の
お
礼
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

宮

崎

県

曹

青

会

長

松

田

俊

英
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也
氏
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

九曹会長導師による開会諷経

重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
素
晴
ら
し
い
方
法
を岡野守也氏 葛籠貫九曹会長

ご
教
示
下
さ
い
ま
し
た
。

ら
、
仏
教
に
つ
い
て
お
檀
家
さ
ん
に
話
し
て 

参
り
ま
し
た
が
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
話
の 

伝
え
方
に
関
し
て
そ
の
術
を
ほ
と
ん
ど
知
り 

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
私
で
す
が
、
お
檀 

家
さ
ん
に
は
仏
教
を
語
る
と
い
う
ご
縁
を
頂 

戴
し
て
参
り
ま
し
た
。
勿
論
そ
の
ご
縁
に
は 

誠
心
誠
意
向
き
合
っ
て
参
り
ま
し
た
が
、
語 

り
方
を
知
ら
な
い
私
が
仏
教
を
語
る
と
い
う 

葛
藤
の
日
々
を
過
ご
す
な
か
、
ど
う
し
た
ら 

自
信
を
持
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に 

な
る
の
か
模
索
し
て
お
り
ま
し
た
。
 

今
回
の
岡
野
氏
の
ご
講
演
は
ま
さ
に
私
が 

求
め
て
い
た
も
の
で
し
た
。

ご
講
演
を
拝
聴 

し
、
岡
野
氏
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
触
れ
る
こ
と

岡野氏を交えての参加者全員による記念撮影



大会日程（第1日）

会期

平成17年11月23日（水•勤労感謝の日）

会場

岐阜市県民文化ホール未来会館 

長良川ホール
岐阜県岐阜市学園町3-42電話番号/058・296・0886

開演

12時半開場・13時半開演 

入場料/1,500円全席自由（一部団体を除く） 

※内500円は被災地支援金とさせて頂きます。

第2部講演
『富士山から日本を変える』

〜守るべき未来への遺産〜

野口健氏

第3部対談
『今、私たちの課題』

野口健氏

高木美保氏

第1部祈り

『転読大般若御祈祷法要』

導師/宮本洪純老師
（難県鹹献寺住1•節議轉辞細假尉 

随喜の僧侶70名 
（全国•東海管区曹洞宗青年会会員）

大会日程（第2日）

禅文化学林•第29回東海管区曹洞宗青年会大会 

曹青教化活動研修会

今
、
い
の
ち
を
見
つ
め
； 

A  
・
二

、三
/
-
s

二

『今後の青年会活動を見つ巧
講師小島泰道老師

（岐阜県長國寺住職、宗議会議員ミ 
元東海管区曹洞宗青年会会長/

会期平成17年11月24日（木）

会場岐阜観光ホテル十八楼 岐阜県岐^^ 
電話番号/^®

スケジフール 9：00東海管区各曹青会の活動報告
ハノイ10：30講評

11：00閉会昼食後解散

ZENSOUSEI 16th

平
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会

大

会 
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宗

岐
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県

青

年

会

三

十
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年

記

念

大

会

主
催/

東
海
管
区
曹
洞
宗
青
年
会 

全
国
曹
洞
宗
青
年
会 

主
管/

曹
洞
宗
岐
阜
県
青
年
会 

後
援/

曹
洞
宗
岐
阜
県
宗
務
所

sso開明y



寺
族
の
窓0

今

期

よ

り

「
そ
一
つ
せ
い
」
で
は
、
寺
族
さ
ま
方
の
日
常
生
活
で
の
思
い
や
、
疑
問 

に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
た
エ
ッ
セ
イ
を
掲
載
し
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
の
は
じ
め
と
し
て
、
今
回
は
、
曹
洞
宗
婦
人
会
会
長
で
あ
る
萩
野
頼
子
氏(

埼 

玉

県

飯

能

市•

能
仁
寺
寺
族)

を

「
そ
う
せ
い
」
編
集
部
に
お
招
き
し
、
宮
寺
第 

十
六
期
全
曹
青
会
長
と
と
も
に
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

——
ま
ず
は
じ
め
に
、
曹
洞
宗
婦
人
会
の
概
要 

に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

萩
野
婦
人
会
長

曹
洞
宗
婦
人
会
は
、
宗
門
の
方
針
で
檀
信 

徒
の
、
特
に
女
性
を
教
化
す
る
た
め
に
発
足 

し
た
経
緯
が
あ
り
、
今
年
創
立
三
〇
周
年
を 

む
か
え
ま
す
。
現
在
の
会
員
数
は
四
万
七
千 

か
ら
八
千
を
推
移
し
て
お
り
ま
す
。

宮
寺
会
長

現
在
婦
人
会
で
は
、
ど
の
よ
う
な
研
修
会 

を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
か
？

萩
野
婦
人
会
長

本
部
で
は
評
議
員
の
為
の
中
央
研
修
会
、
 

地
域
で
は
会
員
の
為
の
管
区
研
修
会
、
さ
ら 

に
宗
務
所
婦
人
会
研
修
会
、
各
寺
院
婦
人
会 

研
修
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

関
東
管
区
で
は
、
管
区
内
の
婦
人
会
員
対 

象
で
関
東
管
区
教
化
セ
ン
タ|

主
催
の
研
修 

会
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
婦
人
会
活
動
や
、
 

宗
門
の
教
え
に
つ
い
て
研
修
し
、
婦
人
会
員 

が
宗
門
へ
の
信
仰
を
よ
り
一
層
深
め
、
婦
人 

会
活
動
が
実
り
あ
る
も
の
に
な
る
よ
う
、
現 

在
五
十
名
が
受
講
し
て
お
り
ま
す
。

宮
寺
会
長

寺
族
会
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す
か
？

萩
野
婦
人
会
長

当
初
、
教
区
寺
族
会
で
は
会
員
の
懇
親
を 

深
め
る
こ
と
が
第
一
で
し
た
が
、
時
が
経
つ 

に
つ
れ
、
自
然
に
研
修
を
求
め
る
声
が
出
て 

き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
関
東
管
区
の
婦
人
会
の
評
議
員 

を
さ
れ
て
い
た
方
が
た
が
「
よ
り
宗
門
の
こ 

と
を
理
解
し
よ
う
」
、
と

同

時

に

「
さ
ま
ざ 

ま
な
問
題
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
学
ん
で
い 

き
ま
し
よ
う
」
と
い
う
よ
う
な
声
が
上
が
り
、
 

そ

こ

か

ら

「寺
族
問
題
を
自
分
た
ち
で
考
え 

る
」
と
い
う
趣
旨
で
、

「
寺

族

友

の

会(

現 

会

員

数

約

七

十

名)

」
が
発
足
し
ま
し
た
。
 

(
今
年
で
四
年
目)

現
在
は
年
二
、
三
回
の
学
習
会
を
開
催
し 

て
お
り
、
会
発
足
の
趣
旨
に
ご
賛
同
下
さ
い 

ま
し
た
、
水
野
弥
穂
子
先
生
に
「
正
法
眼
蔵 

随
聞
記
」

の
講
義
を
、
そ
の
ご
好
意
に
よ
っ 

て
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
意
見
交
換 

会
で
は
寺
族
資
格
に
つ
い
て
の
話
題
が
中
心 

に
な
っ
て
い
ま
す
。

——
こ
れ
か
ら
の
宗
門
、
教
義
に
つ
い
て 

萩
野
婦
人
会
長

機
が
熟
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
先
に
宗 

門
で
は
「寺
族
相
談
窓
口
」
が
設
置
さ
れ
ま
し 

た
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
当
初
の
願
い
は
「女 

性
相
談
窓
口
」

で
し
た
。
宗
門
に
お
け
る
女 

性
は
、
寺
族
、
尼
僧
さ
ま
、
両
方
で
す
か
ら
。
 

宗
門
で
は
、
教
義
上
、
寺
族
の
立
場
は
認
知 

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。
大
変
な
こ
と
で
す
が
、
 

近
い
将
来
、
そ
こ
を
解
決
し
て
欲
し
い
と
思 

い
ま
す
。
宗
門
や
青
年
僧
の
皆
さ
ま
に
は
「寺 

族
問
題
」
を
ご
自
分
の
問
題
と
し
て
、
積
極
的 

に
考
え
て
い
た
だ
き
、
取
り
組
ん
で
い
た
だ 

く
事
が
私
た
ち
の
第
一
の
願
い
で
す
。

宮
寺
会
長

人
権
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る 

宗
門
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
後
寺
族
さ
ま
の
立 

場
を
よ
り
明
確
な
も
の
に
し
て
い
く
為
に
、
 

こ
れ
ま
で
以
上
に
住
職
、
檀
信
徒
を
も
含
め 

た
意
識
改
革
の
推
進
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う 

ね
。

——
最
近
、
家
族
に
代
表
さ
れ
る
各
コ
ミ
ニ
ュ 

テ
ィ
単
位
に
お
け
る
関
係
性
の
希
薄
化
が
叫 

ば
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
地
元
の
生
活
に 

密
着
さ
れ
て
い
る
寺
族
さ
ま
方
で
、
何
か
こ 

れ
か
ら
訴
え
て
い
く
も
の
、
働
き
か
け
て
い 

く
も
の
は
ご
ざ
い
ま
す
か
？

萩
野
婦
人
会
長

は
い
。
今
後
は
総
会•

中
央
研
修
会
等
で
、
 

専
門
的
な
知
識
の
あ
る
方
、
実
践
を
さ
れ
て 

い
る
方
を
お
招
き
し
、
特
に
子
供
た
ち
の
教 

育
に
つ
い
て
対
応
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考 

え
て
い
ま
す
。
実
際
、
最
近
の
各
研
修
会
で 

も
、
子
育
て
、
子
ど
も
の
教
育
問
題
に
つ
い

て
の
話
題
が
た
い
へ
ん
多
く
な
っ
て
き
て
お 

り
ま
す
。
婦
人
会
に
お
け
る
社
会
活
動
と
申 

し
ま
す
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
グ
りI
 

ン
プ
ラ
ン
活
動
が
中
心
で
す
が
、
今
後
は
積 

極

的

に

「育
て
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
す
る 

活
動
に
も
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
考
え
て 

お
り
ま
す
。
婦
人
会
会
員
の
中
に
も
、
民
生 

委
員
を
は
じ
め
と
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動 

を
さ
れ
て
い
る
方
も
多
い
の
で
、
そ
の
方
た 

ち
と
協
力
し
て
い
け
ば
実
現
で
き
る
と
思
い 

ま
す
。
婦
人
会
会
員
に
も
寺
族
に
も
潜
在
能 

力
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。

子
育
て
を
卒
業
し
た
人
が
、
婦
人
会
や
寺 

族
会
の
中
心
的
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
が
現 

状
で
す
が
、
青
少
年
問
題
等
を
鑑
み
る
と
、
 

本
当
は
三
十
代
〜
四
十
代
の
方
た
ち
に
も
、

22SOUSEI 2005.8



い
ま
ま
で
以
上
に
関
わ
っ
て
き
て
い
た
だ
き 

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、

ご
住
職
を 

は
じ
め
と
し
た
、

ご
山
内
の
方
が
た
の
協
力 

が
不
可
欠
に
な
る
で
し
よ
う
。

——
今
後
の
寺
の
役
割
、
あ
り
か
た
に
つ
い
て 

宮
寺
会
長

寺
院
は
地
域
社
会
に
根
差
し
て
い
る
も
の 

で
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
担
っ
て
い 

ま
す
。
今
後
は
よ
り
多
岐
に
わ
た
っ
て
そ
の 

役
割
に
応
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
状 

況
に
あ
っ
て
、
我
々
青
年
僧
は
日
々
模
索
し 

て
い
る
段
階
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
そ
こ
に 

寺
族
さ
ま
方
の
意
見
を
積
極
的
に
取
り
入
れ 

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
 

実
際
、
私
の
自
坊
で
も
、
子
供
坐
禅
会
、
書
道 

教
室
、
花
祭
り
、
燈
花
会
な
ど
、
地
域
を
巻
き 

込
ん
で
の
行
事
を
行
い
、
檀
信
徒
に
限
ら
ず 

積
極
的
に
声
を
か
け
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も 

寺
族
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
結
果
、
寺 

院
内
に
お
い
て
は
、
ま
す
ま
す
寺
族
さ
ま
方

の
立
場
は
重
要
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
 

萩
野
婦
人
会
長

宗
門
で
三
十
年
前
に
青
年
会
、
婦
人
会
を 

立
ち
上
げ
た
の
は
、
や
は
り
檀
信
徒
離
れ
を 

食
い
止
め
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
思 

い
ま
す
。

つ
ま
り
、
檀
信
徒
の
方
が
た
が
出 

来
る
だ
け
、
お
寺
に
来
て
い
た
だ
か
な
い
と 

寺
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
し
よ
う
。 

宮
寺
会
長
の
お
寺
の
よ
う
に
、

そ
の
中 

心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
寺
族
と
い
う 

一
面
が
あ
り
、
そ
の
情
報
発
信
の
も
と
の
ひ 

と
つ
が
婦
人
会
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で 

し
よ
う
。

宮
寺
会
長

婦
人
会
も
、
青
年
会
も
全
国
的
な
組
織
と 

し
て
研
修
会
を
開
い
て
学
び
、
活
動
を
し
て 

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
会
員
一
人 

一
人
の
地
元
の
地
域
社
会
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ツ 

ク
し
て
い
く
責
務
が
あ
り
ま
す
。
 

——
全
国
の
青
年
僧
、
寺
族
さ
ま
方
に
対
し
て 

何
か
ご
ざ
い
ま
し
た
ら

萩
野
婦
人
会
長

青
年
会
会
員
皆
さ
ま
や
私
た
ち
寺
族
は
、
 

既
に
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
内
で
何
ら
か
の
対
外 

的
活
動
を
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
宮
寺 

会
長
も
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
開
か
れ
た
お 

寺
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
今
後
の
寺
院
運
営 

の
観
点.
か
ら
も
、
私
た
ち
の
責
務
と
思
い
ま 

す
。
青
年
僧
の
皆
さ
ま
、
寺
族
の
皆
さ
ま
に 

は
、
若
い
感
性
、
体
力
、
強
い
意
欲
を
持
っ
て 

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て
欲
し
い
で
す
ね
。
 

お
寺
で
あ
る
か
ら
出
来
る
こ
と
、
と
い
う
よ 

う
に
発
想
の
転
換
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
で 

す
ね
。
そ
し
て
、
積
極
的
に
お
寺
ラ
イ
フ
を

楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

宮
寺
会
長

僧
侶
に
せ
よ
寺
族
に
せ
よ
、

そ
の
人
の 

性
格
や
能
力
な
ど
の
特
性
を
生
か
し
た
活
動 

を
、
お
寺
で
や
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す 

ね
。

萩
野
婦
人
会
長

そ
う
で
す
ね
。
内
向
的
な
方
、
外
交
的
な 

方
と
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
必
ず
そ
の
人 

の
得
意
な
分
野
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
。
 

と
に
か
く
、
働
き
か
け
な
い
と
返
っ
て
こ
な 

い
と
思
い
ま
す
。

—
「寺
族
の
窓
」
に
つ
い
て

萩
野
婦
人
会
長

と
て
も
い
い
企
画
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
 

「
そ
う
せ
い
」
を
通
じ
て
、
寺
族
の
皆
さ
ま 

の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ッ
セ
イ
を
拝
見
す
る
こ
と 

で
、
私
た
ち
寺
族
自
身
が
こ
れ
か
ら
お
寺
で 

ど
う
生
き
て
い
く
の
か
、
今
後
の
自
分
は
…
、
 

と
い
う
将
来
的
な
懸
案
を
自
ら
の
も
の
と
し 

て
考
え
る
良
い
機
会
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
 

ま
た
、
昨
年
か
ら
婦
人
会
長
を
務
め
さ
せ 

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
今
回
の
企
画 

を
機
に
、
来
年
か
ら
は
婦
人
会
に
お
い
て
も 

積
極
的
に
対
外
的
に
他
団
体
と
の
協
力
活
動 

を
お
こ
な
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

宮
寺
会
長
、
編
集
部
一
同 

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

〇

萩

野

頼

子
(

は

ぎ

の

よ

り

こ
) 

昭
和
十
七
年
、
埼
玉
県
飯
能
市
能
仁
寺
に
生
ま
れ
る
。 

早
稲
田
大
学
教
育
学
部
卒
。
住
職
と
共
に
寺
族
と
し 

て
能
仁
寺
の
護
持
に
あ
た
る
。 

婦
人
会
の
創
立
当
時
よ
り
そ
の
活
動
に
関
わ
る
。
 

「
今
後
は
、
子
供
た
ち
の
「
心
の
教
育
」
を
ラ
イ
フ
ワ
ー 

ク
と
し
て
い
き
た
い
。
」
萩
野
婦
人
会
長
談
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も

矢
ひ

た

す

ら

に
坐

る

た

め

に

そ
う
せ
い
君
は
、
毎
日
が
ん
ば
っ
て
修
行
し
て
い
ま
す
。

で
も
、
な
か
な 

か
納
得
が
い
き
ま
せ
ん
。

「
お
師
匠
さ
ま
。
ど
う
も
修
行
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
す
が
」

「
お
前
は
、
ま
だ
分
か
ら
ん
の
か
。
悟
り
を
求
め
て
は
い
か
ん
。
う
ま
く
い 

く
と
か
い
か
な
い
と
か
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
だ
。
 

今
こ
こ
な
の
じ
や
」

「
そ
う
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
…
」

あ
る
夜
、
そ
う
せ
い
君
は
、
思
い
切
っ
て
言
っ
て
み
ま
し
た
。

「
お
師
匠
さ
ま
。
今
の
状
況
か
ら
脱
け
出
す
た
め
に
も
、

し
ば
ら
く
他
の
方 

に
お
仕
え
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す/

」 

ろ
う
そ
く
の
灯
り
の
向
こ
う
で
、
お
師
匠
さ
ま
は
静
か
に
考
え
こ
ん
で
い 

ま
す
。
そ
し
て
、
お
も
む
ろ
に
言
い
ま
し
た
。

「
事
を
急
い
て
は
な
ら
ぬ
。

し
か
し
、
諸
方
に
参
ず
る
の
も
古
風
じ
ゃ
。
お 

前
さ
ん
も
、
そ
の
時
期
か
も
し
れ
ん
な
」

こ
う
し
て
、
そ
う
せ
い
君
は
、
諸
方
遍
参
の
旅
に
出
る
こ
と
に
な
り
ま
し 

た
。
行
く
手
に
何
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た 

と
え
野
末
に
果
て
る
と
も
、

ひ
た
す
ら
精
進
あ
る
の
み
。
そ
ん
な
決
意
が
、
 

そ
う
せ
い
君
の
横
顔
に
表
れ
て
い
ま
し
た
。

が
ん
ば
れ
〃
：

そ
う
せ
い
君
〃
：

坐
禅
の
歴
史
と
そ
の
冃
的

そ
も
そ
も
、
何
の
た
め
に
…

坐
禅
と
は
ど 

の
よ
う
な
も
の 

で
し
よ
う
か
。
 

さ
ま
ざ
ま
な
見 

解
は
あ
り
ま
す 

が
、
本
稿
で
は 

「
心

の

観

察

」 

で

あ

る

と

し 

て
論
を
進
め
ま 

す
。
そ
も
そ
も 

心
の
観
察
の
伝

ま

ず

は

、

蓑

輪

先

生 

に
、

坐

禅

の

起

こ

り 

か

ら

き

い

て

み

よ

う

統
が
構
築
さ
れ
た
の
は
イ
ン
ド
世
界
に
お
い 

て
で
し
た
。
イ
ン
ド
世
界
に
共
通
す
る
要
素

と
し
て
、
生
存
は
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
輪 

廻
思
想
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
心 

の
観
察
の
最
初
は
こ
の
輪
廻
思
想
と
関
連
し 

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼
ら
の
関
心
事
は
、
 

「輪
廻
の
原
動
力
に
な
る
も
の
は
何
か
」
と 

い
う
も
の
で
し
た
.0

そ
し
て
、
そ
れ
は
人
間 

の
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
し
た
。
で
は 

人
間
の
行
為
の
原
因
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ 

こ
で
突
き
詰
め
て
見
出
し
た
も
の
が
、
私
た 

ち

の

「心
に
生
じ
る
思
念
が
行
為
の
原
因
で 

あ
る
」
と
す
る
も
の
で
し
た
。

つ
ま
り
、
心 

に
思
念
が
生
じ
な
く
な
れ
ば
行
為
そ
の
も
の 

も
生
じ
な
く
な
り
、
輪
廻
も
一
気
に
解
決
す 

る
と
捉
え
た
の
で
し
よ
う
。

こ
こ
か
ら
心
に 

生
じ
る
働
き
に
関
心
を
向
け
る
伝
統
が
生
じ 

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

心
よ
止
ま
れ/
•

—丨

「止
」
の
坐
禅
法
—— 

心
を
観
察
し
て
い
く
う
ち
に
彼
ら
は
、
心 

に
生
じ
た
働
き
を
一
つ
ず
つ
気
づ
き
続
け
て 

い
く
と
次
第
に
心
の
働
き
が
静
か
に
な
っ
て 

い
く
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
何
故
そ
の
よ

う
に
な
る
の
か
は
よ
く
は
分
か
っ
て
い
ま
せ 

ん
。
し
か
し
、
何
故
か
そ
う
な
る
と
い
う
点 

で
、

こ
の
気
づ
き
は
ま
さ
し
く
体
験
の
智
慧 

で
あ
っ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
彼 

ら
は
ま
ず
心
に
生
じ
る
働
き
を
気
づ
き
続
け 

る
、
す
な
わ
ち
覚
知
し
続
け
る
こ
と
を
行
い 

ま
し
た
。

こ
れ
は
、
心
に
今
、
生
じ
て
い
る 

こ
と
に
集
中
す
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
こ
と 

は

「心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と 

(
心
一
境
性)

」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
『
倶
舎
論
』 

巻
四
、
分
別
根
品
に
よ
れ
ば
「
三
摩
地
と
は 

心
一
境
性
を
謂
う
な
り
」
と
説
明
さ
れ
ま
す 

の
で
、

三

摩

地
(

す
な
わ
ち
三
昧)

と
は
心 

を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
意
味 

す
る
、
心

の

観

察(
禅
定)

の
最
初
の
段
階 

で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
果 

得
ら
れ
る
も
の
は
、

い
つ
の
間
に
か
心
の
働 

き
が
静
か
に
な
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

こ 

の
心
の
働
き
が
静
ま
る
と
い
う
点
に
焦
点
を 

当
て
た
心
の
観
察
の
呼
び
名
が
「止
(

サ
マ 

タ)

」

で
す
。

止
禅
定
い
ろ
い
ろ

や
が
て
、

「
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ 

け
る
」
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
登
場
し 

ま
し
た
。
心
を
結
び
つ
け
る
対
象
を
何
に
す 

る
か
で
、
多
く
の
ヴ
ア
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存 

在
す
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
遍
と
呼
ば
れ
る 

三

昧
(

土
や
水
が
遍
満
す
る
と
心
に
思
い
浮 

か
べ
る
こ
と)

、
や

が

て

は

不

浄

観(

人
間 

の
身
体
が
不
浄
で
あ
る
と
観
察
す
る
こ
と) 

や

四

念

処

観
(

体
に
生
じ
る
痛
み
や
心
に 

思
い
浮
か
ぶ
も
の
を
一
つ
ず
つ
気
づ
く
こ
と 

等)

な
ど
も
登
場
し
ま
し
た
。
歩
く
こ
と
さ 

え
も
が
、
そ
の
動
作
を
細
切
れ
に
分
け
て
一 

つ
ず
つ
覚
知
す
る
対
象
と
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
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れ

が
い

わ
ゆ

る

経

行(

き
ん
ひ
ん)

で
す
。
 

仏

の

十

号(

仏
•

世
尊
な
ど)

を
思
念
す
る 

こ
と
な
ど
も
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
上
座
仏
教 

の
伝
統
で
は
、
仏
の
姿
そ
の
も
の
を
思
念
す 

る
こ
と
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
仏
の
姿 

を
観
想
す
る
伝
統
は
、
イ
ン
ド
起
源
で
は
な 

く
中
央
ア
ジ
ア
起
源
で
あ
る
よ
う
で
す
。
ま 

た
中
国
で
発
案
さ
れ
た
公
案
す
な
わ
ち
解
答 

の
な
い
絶
対
矛
盾
の
問
を
与
え
る
の
も
、
心 

を
そ
の
公
案
に
結
び
つ
け
、
心
を
静
か
に
す 

る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
た
め
で
し
た
。

い
ず 

れ
に
し
ろ
心
一
境
性
を
確
保
し
続
け
て
い
く 

う
ち
に
心
は
静
か
に
な
る
の
で
あ
り
、
や
が 

て
現
出
す
る
と
予
想
さ
れ
る
「心
に
何
も
の 

も
生
じ
な
い
静
か
な
状
態
」
が
一
つ
の
目
標 

に
さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
が
禅
那
の 

最
高
の
境
地
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
す
。

こ 

の
心
の
働
き
を
静
め
て
い
く
心
の
観
察
は
仏 

教
の
中
に
も
伝
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は 

イ
ン
ド
の
一
般
的
伝
統
で
あ
っ
た
と
も
考
え 

ら
れ
ま
す
。

釈

尊

の

発

明

丨

「観
」

の
坐
禅
法I 

し
か
し
、

こ

の

「止
」

の
禅
は
坐
っ
て
い 

る
時
に
は
、
す
な
わ
ち
坐
禅
の
時
に
は
可
能

で
す
が
、
坐
禅
の
状
態
か
ら
離
れ
れ
ば
不
可 

能
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
釈
尊
は
質
的
な
変 

換
を
目
指
し
ま
し
た
。
こ

れ

が

「観
(

ヴ
ィ 

パ
ッ
サ
ナ
ー)

」

の
世
界
で
す
。
観
で
は
、
 

心
に
生
じ
る
思
い
が
一
つ
一
つ
生
じ
て
は
必 

ず
滅
す
る
こ
と
を
気
づ
く
と
こ
ろ
に
重
点
が 

置
か
れ
ま
し
た
。
し
か
も
心

の

中

で
「気
づ 

く
」
と
い
う
行
為
に
は
、

つ
か
ま
え
ら
れ
る 

対

象

に

な

る

も

の(
色)

と
つ
か
ま
え
る
心 

の

働

き
(
名)

の
二
つ
が
あ
っ
て
初
め
て
可 

能
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か

も

前

者(
色) 

を
切
っ
掛
け
と
し
て
後
者(

名)

が
生
じ
る 

と
い
う
こ
と
に
も
思
い
は
至
っ
た
よ
う
で
あ 

り
ま
す
。
こ
れ
が
仏
教
で
一
般
に
言
わ
れ
る

「
こ
れ
有
る
時
、
 

彼

あ

り

」

と
い 

う

「縁
起
」

の
基 

本
的
な
原
型
に
も 

な
っ
た
と
考
え
ら 

れ
ま
す
。
こ
こ
か 

ら
、
心
に
生
じ
る 

も
の
は
や
が
て
滅 

す
る
こ
と
を
実
感 

し
、
つ
い
で
無
常•

な

る

ほ

ど

…

苦•

無
我
が
導
か
れ
ま
す
。
で
は
こ
の
無
常• 

苦
•

無
我
の
体
得
か
ら
生
じ
る
も
の
は
何
で 

し
よ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
る
が
ま
ま
に
自
分 

の
心
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
自
我
意
識
を
本 

体
と
し
た
人
間
の
自
己
中
心
性
を
超
え
る
こ 

と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

坐
禅
、
東
へ

こ
の
よ
う
な
心
の
観
察
が
東
ア
ジ
ア
世 

界
に
紹
介
さ
れ
た
時
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が 

生
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
見
で
は
あ
り
ま 

す
が
、
ま
ず
東
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
は
「止
」
を 

高
く
評
価
し
た
よ
う
で
す
。
慧

能
(

六
三
八 

—
七
ニ
ニ)

の
弟
子
の
一
人
と
さ
れ
る
荷
沢 

神
会(
六
七
〇
—七
六
二
、
一
説
に
は
六
六
八
—
 

七
六
〇)

は
「悟
り
の
境
地
は
無
念
の
境
地
で 

あ
る
」
と
ま
で
位
置
づ
け
、
止
の
究
極
こ
そ 

が
仏
教
の
悟
り
で
あ
る
と
捉
え
ま
し
た
。
ま 

た
さ
ら
に
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
特
徴
と
な 

る
老
荘
思
想
の
「道
」
の
考
え
方
も
仏
教
に
影 

響
を
与
え
ま
し
た
。
老
荘
で
は
、

「道
」
か
ら 

生
じ
た
も
の
が
こ
の
世
界
で
あ
る
と
の
認
識 

が
示
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
伝
統
か
ら
は
、
す 

べ
て
を
肯
定
的
に
捉
え
る
発
想
が
容
易
に
生 

じ
ま
す
。
こ
の
伝
統
が
仏
教
内
に
も
導
入
さ 

れ
ま
し
た
。
馬
祖
道
一(

七

〇

九'

七
八
八) 

の
「
平
常
心
是
道(

日
常
に
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま 

な
心
が
悟
り
で
あ
る)

」
と
の
表
現
は
そ
の
典 

型
で
あ
り
、
私
た
ち
の
心
に
生
じ
る
心
の
働 

き
が
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま 

し
た
。
ま
た
身
体
性
と
い
う
視
点
も
導
入
さ

れ
、
坐
禅
の
姿
勢
に
も
関
心
が
及
ぶ
こ
と
に 

な
り
、
結
跚
趺
坐
の
姿
勢
が
事
細
か
に
決
め 

ら
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。

…
そ
し
て
日
本
で
は

日
本
に
お
い
て
は
、
東
ア
ジ
ア
的
な
意 

識
を
内
に
含
ん
だ
禅
が
紹
介
さ
れ
、

そ
の 

延
長
線
上
に
現
在
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
 

し
か
し
、
イ
ン
ド
で
生
じ
た
も
っ
と
も
基
本 

的
な
心
の
観
察
の
要
素
で
あ
る
、
心
を
一
つ 

の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と(
心
一
境
性) 

は
、
正
確
に
理
解
さ
れ
実
践
さ
れ
て
き
ま
し 

た
。
た
と
え
ば
、
道

元

禅

師(

一
ニ
〇
〇
—
 

一
ニ
五
三)

の

「春

は

花

夏

ほ

と

と

ぎ

す 

秋
は
月 

冬
雪
さ
え
て 

す
ず
し
か
り
け 

り
」
と
の
言
葉
の
中
に
は
、
心

の

観

察(
坐 

禅)

の
基

本

に

な

る

「心
一
境
性
」
が
理
解 

さ
れ
、
し
か
も
今
を
明
瞭
に
知
る
こ
と
が
確 

実
に
実
践
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い 

ま
す
。

文
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369 311 305 288 243 166 158 147 129 123 121108 99 57 2

〃 // 〃 〃 〃 // // 〃〃〃〃〃〃〃〃

長
野
県
第

金龍梅正広普満徳見真浄源天長性一
窓雲渓安徳賢泉応性蔵光眞照秀乗
寺寺院寺寺寺寺院寺寺庵寺寺院寺
様様様様様様様様様様様様様様様

93 79 61 25 24 10 7 福 794 303 295 281 272 255 252 236 228 212 194 186 182 144 119 117 112 110 53 36 19 14 新 563 546 535 514 新 709 708 692 新 496 475 473 467 439 412 408 407 397 383
〃〃〃〃 // 〃〃 息 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 // // 〃 〃 〃 // 〃〃〃〃 曆〃〃〃〃曆 

県 県 県

清
水
寺
様 

佛
母
寺
様 

盛
林
寺
様 

安
洞
院
様 

興
國
寺
様 

西
松
寺
様 

長
光
寺
様

第 第

〃〃〃罩〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 
椅

延大普常柏竜満東雲太宝龍正瑞西釈常鑑英吉林栄四龍清普長三大湖種二長天雲宗林甑昌長善瑞 
命儀済楽樹皐福岸泉総泉澤法雲照尊安洞林祥照徳光月光命栄鏡徳楽昌洞龍興洞福興昌泉 
寺寺寺寺寺院寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺院寺寺寺寺庵院寺寺庵寺庵庵寺寺寺寺 
様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

28 12 岩 446 416 380 339 308 295 285 282 271 237 205 190 109 101 81 71 60 35 33 14 13 7 宮 481 436 403 370 318 299 298 277 276 274 231 226 214 175 168 165 154 151143 139 121113 111104 
丰 城〃〃 X 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 // 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 // 〃〃 潛 // 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 // 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 // // 〃〃〃 
県 県

沼
福
寺
様 

聖
福
寺
様

柳光長天洞松東耕願円竜弥智柳昌光柳龍玄松福保 
徳岳観雄仙巌周徳成通川勒福生林西沢雲光音聚寿 
寺寺寺寺寺寺।尻院寺院等寺院寺守守寺院庵寸|加寺

様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

大長大秀安一長海龍龍円常満天清月雲常西徳長円普成 
有福徳長穏山谷嶽雲門通隆円沢光心月在光成泉照光願 
寺寺寺寺寺寺寺守寺寺寺寺寺寺寺院守院寺守寺寺寺寺 
様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

238 232 208 193 176 155 149 103 102 61 58 少185 183 158 155 120100 98 94 74 43 39 27 17 青 305 289 288 276 270 256 255 252 247 201186 165 158 124 121113 111104 100 81 75 52 33 32

県 県
磨

西広普龍龍岩永祥善長慶一観大見元円澄東洞浮夢正蘭普円宝長慈海曹喜柳正東大長願西守興西広福円宗福永吉 
来際門昌源松昌光法谷松音乗性光流月光円木宅法庭門通積福眼蔵源清玄福川光禅成光林国泉徳蔵城青蔵昌祥 
院院寺寺寺院寺院寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺院院院寺寺寺寺寺寺院寺寺院寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺 
様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

g 〃〃〃〃〃〃 僵i 福

296 279 274 260 258 237 212 207 190 186 184 174 136 134 128 113 109 106 95 90 47 36 18 8 3 秋 718 671 663 639 614 611 581 566 561 560 521 502 471 468 449 438 山 380 377 371 352 307 253 山
〃〃〃 // // 〃 〃 // // 〃 〃 // 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 // 因 // 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 

県

新宝盛松鳳龍霊大正永護満長最耕正龍長蔵正東自乗天蒼 長海正慶常妙長常勝宝大楞禅宗宝西 
田昌沢庵来泉仙川平泉昌福谷禅伝眼門禅昌乗伝性福龍龍渕禪徳全林楽現福源積川厳源伝積光 
寺寺寺寺院寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺院寺寺寺寺寺寺寺寺院寺寺寺寺寺院寺寺寺寺 

様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

二松
岩
院
様 

太
覚
院
様 

盤
昌
寺
様 

照
陽
寺
様 

東
源
寺
様 

正
円
寺
様

27

8

〃 

明
林
寺
様 

14
〃 

広
福
寺
様

15
〃 

大
龍
寺
様

16
〃 

願
応
寺
様

18
〃 

高
聖
寺
様

29
〃 

法
幢
寺
様

39
〃 

正
覚
院
様

65
〃 

法
輪
寺
様

76
〃 

大
乗
寺
様 

78
〃 

正
林
寺
様

87
〃 

龍
松
寺
様 

90
〃 

含
笑
寺
様 

%

〃 

曹
源
寺
様

96
〃 

観
音
寺
様 

257
〃 

高
臺
寺
様

285
〃 

正
光
寺
様 

327
〃 

大
宥
寺
様

350
〃 

来
広
寺
様 

353
〃 

龍
宝
寺
様

456
〃 

大
昌
寺
様 

482
〃 

龍
仙
寺
様

503
〃 

龍
藤
寺
様 

北
海
道
第
二

120
〃 

大
雄
寺
様 

121
〃 

由
仁
寺
様 

⑼

〃 

禅
林
寺
様

248
〃 

総
泉
寺
様 

272
〃 

祥
雲
寺
様

299
〃 

永
福
寺
様 

317
〃 

密
伝
寺
様 

魏

〃

大
仙
寺
様

358
〃 

禅
照
寺
様 

508
〃 

大
乗
寺
様 

北
海
道
第
三

203
〃 

西
来
寺
様 

207
〃 

龍
雲
寺
様

402
〃 

光
禅
寺
様 

428
〃 

禅
昌
寺
様

SOUS日 2005.8

5 北 352 341 338 321 311 299
〃變 〃〃〃 // 〃〃

宝
勝
寺
様 

全
応
寺
様 

鏡
得
寺
様 

円
通
寺
様 

金
浦
寺
様 

勝
平
寺
様 

大
泉
寺
様



『日々0生活で思うところ』〜マージナルな時間〜
長野県東昌寺副住職飯島 惠 道

「マージナル」、この言葉、皆さんもおそらく耳にした 

ことがあるのではなかろうか。「境界性」「縁の」「辺境の」 

「周辺の」「欄外の」というような意味を持つ。わかりや 

すい言葉に言い換えるなら「あいだ」ということになる。

この言葉、実は私たち僧侶にとって縁の深い言葉であ 

るように思う。たとえば「得度式」。得度する本人は、 

まさしく「出家と在家」という境界領域の住人である。 

そのとき、あなたは、何を思ったであろうか？嬉し 

かった？悲しかった？法悦を享受？逃げ出したい 

と思った？私は看護短大を卒業してすぐに得度した。 

私の意志が半分。私を育ててくれた師匠の言うことにさ 

からえずしぶしぶ…という気持ち半分。逃げる、逃げな 

い、逃げられる、逃げられない。Vの最中も、そんな言 

葉が頭を駆け巡っていた。期待、不安、恐怖が錯綜して 

いた。きわめて不安定な精神状態である。私の得度式の 

折には、小さいころからときどき遊びに行っていた尼寺 

の尼僧様が、、何もわからない私を、手取り足取り先導し 

てくださった。中学生のころ、ホルストの組曲「惑星」 

にはまっていた私は、その尼僧様が、台所で洗い物をし 

ながら「ジュピター」を口ずさんでおられるのを聞き、「め 

ちゃかっこいい！」と感動を覚えた。もう三十年以上も 

前の話である。憧れの尼僧様が先導してくださったこと 

もあり、おそらく私はその場から逃げずに得度式を終え 

ることができたのだろうと思う。

たとえば「葬儀式」。これも境界領域にある儀式であ 

る。葬儀式とは、此岸か空岸へわたるための儀式であ 

る。果たして人間は、この世での生を終えたことを意識 

することができるのだろうか？ 意識というのは、本当 

に完全になくなってレまうのだろうか？創造の翼を羽 

ばたかせて言うならぱ；呼吸停止してからまだ時間がさ 

ほど経っていない境界領域にあわては、「戻る、戻らなし、、 

戻りたい、戻れない」そんな不安や焦燥を感じるのでは 

ないかと思う。得度式の時のように。

葬儀では、このような不安定な思いに方向付けをし、真 
直ぐに真理への道を歩とことができるよう戒を授け、引 

導をわたす。葬儀とは「生と死の境界の時間」であり、私た 

ちはそこに立ち会う機会が多い。葬儀を営む僧侶は謂わ 

ぱ「マージナルな時間の水先案内人」。そんな風に考えれ 

ば、葬儀の理解にひとつ風穴が開くかもしれない。

◊筆者フロフィール◊

飯島惠道（いいじまけいどう）

松本生まれ。尼寺育ち。生と 

死、命をキーワードに、僧侶と 

しての活動の中で、看護師資格 

をいかせる現場を模索中。

青
少
年
相
談
室

「ど
う
し
て
大
人0
言
う
こ
と
を

聞
か
な
け
れ
ほ
な
ら
な
い0
?

」

相

談

員

呼

衍

恵

瑠

賀
 

聞
か
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
。
大
人
だ
っ
て
人
間
だ
か 

ら
、
み
ん
な
弱
さ
も
迷
い
も
持
っ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
も 

大
人
に
な
れ
ば
わ
か
る
日
が
来
ま
す
よ
。
大
人
だ
か
ら
と 

い
っ
て
別
に
エ
ラ
イ
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
す
ご
い
知 

恵
を
持
つ
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
わ
が
ま
ま
ば
か
り
な
大 

人
も
か
な
り
い
る
で
し
ょ
う
。
今
の
世
界
状
況
を
見
て
も
、
 

戦
争
、
不
正
を
つ
く
っ
て
い
る
の
は
、
今
の
大
人
で
す
。
 

ね
？い

わ

ゆ

る

「
大
人
の
言
う
こ
と
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と 

よ
り
も
本
当
に
大
切
な
の
は
、
自
分
の
目
と
心
を
広
く
、
 

深
く
す
る
こ
と
で
す
。
大
人
と
同
じ
間
違
い
を
絶
対
に
し 

な
い
こ
と
。
よ
〜
く
観
察
し
て
、
そ
の
弱
さ
と
間
違
い
か 

ら
学
ん
だ
方
が
ず
っ
と
意
味
が
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
は
全
て
自
分
の
た
め
の
こ
と
で
す
。
自
分
を
育
て 

る
た
め
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
は
そ
の
責
任
を
負 

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
選
ん
だ
行
動
は
あ
く 

ま
で
も
自
分
の
た
め
で
す
の
で
、

マ
ズ
イ
こ
と
に
な
っ
て 

も
自
分
が
そ
れ
を
認
め
て
、
学
ん
で
生
き
る
の
で
す
。
 

自
分
の
心
が
納
得
で
き
な
い
こ
と
は
、
他
人
に
言
わ
れ 

て
も
必
ず
し
も
し
な
く
て
い
い
。
で
も
そ
れ
は
、
自
分
の 

責
任
に
な
り
ま
す
。
何
を
す
る
に
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
逃 

げ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
よ
。

〇

呼

衍

恵

瑠

賀
(

コ

エ

ン•

エ
ル
カ)

中

央

ア

ジ

ア•

ハ
ザ
ー
ル
族
の
血
を
引
く
両
親
の
間
に
、

ニ
ュ
ー 

ヨ
ー
ク
で
生
ま
れ
る
。

ア

メ

リ

カ•

モ
ン
タ
ナ
州
で
、
祖
父
と
と
も
に
自
然
界
と
一
体
の 

伝
統
的
生
活
を
送
り
つ
つ
、
ネ

イ

テ

ィ

ブ•

ア
メ
リ
カ
ン
と
交
流 

す
る
。
こ
の
と
き
、
自
然
界
に
対
す
る
見
解
を
身
に
つ
け
る
。
 

一
九
六
八
年
、
二
十
一
歳
で
来
日
。
以
来
、
日
本
の
伝
統
文
化
、
 

宗
教
な
ど
を
探
求
し
続
け
る
。

本
年
、
七
月
二
十
六
日
に
得
度
予
定
。
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愈

々

、
全

曹

青

第

十

六

期

の

ス

タ

ー 

ト

で

す

。
三

〇

周

年

と

い

う

大

き

な

節 

目

を

終

え

、
心

機

一

転

、
今

一

度

私

達

の 

足

元

を

見

直

し

、
青

年

宗

侶

に

求

め

ら 

れ

て

い

る

も

の

、
や
ら

な

け

れ

ば

な

ら

な 

い
事
を
模
索
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

「
佗

は

是

吾

に

あ

ら

ず

」

と

い

う

言 

葉

が

『
典

座

教

訓

』

に

出

て

き

ま

す

。 

私

自

身

の

こ

と

で

恐

縮

で

す

が

、

昭 

和

四

十

六

年

、

当

時

五

歳

で

あ

っ

た

私 

は

、

父

を

交

通

事

故

で

亡

く

し

、

父
の 

叔

父

で

あ

っ

た

師

匠

の

寺

に

預

け

ら

れ 

ま

し

た

。

毎

朝

の

学

校

へ

行

く

前

の

お 

勤

め

は

勿

論

の

事

、

経

を

覚

え

、

畑
の 

草

む

し

り

や

薪

割

り

な

ど

の

作

務

を

し 

て

過

ご

し

ま

し

た

。

寺

の

何

た

る

か

を 

徹

底

的

に

教

え

込

ま

れ

た

の

で

す

。
文 

字

通

り

の

師

匠

と

弟

子

で

し

た

。

師

匠 

は

教

員

を

し

て

い

た

た

め

、

休

日

は

檀 

務

に

追

わ

れ

、

家

族

で

旅

行

に

行

く

な 

ど

一

度

も

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。 

し

か

し

、

今

顧

み

れ

ば

「
佗

は

是 

吾

に

あ

ら

ず

」

な

の

で

す

。

師

匠

の

言 

わ

れ

る

が

ま

ま

に

日

々

を

過

ご

し

、

修 

行

を

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

そ
の 

後

、

駒

澤

大

学

を

出

し

て

い

た

だ

き

、
 

永

平

寺
•

總

持

寺

と

安

居

を

す

る

こ

と 

も

出

来

ま

し

た

。
全

て

が

私

自

身

の

修 

行

だ

っ

た

の

で

す

。

そ

し

て

、

師
匠

の 

亡

き

今

、

全

曹

青

と

い

う

場

を

も

与

え 

い

た

だ

き

ま

し

た

。

今

十

六

期

、
二

年

間

と

い

う

限

ら

れ 

た

時

間

の

中

で

、
何

が

出

来

る

か

わ

か 

り

ま

せ

ん

。
し

か

し

、
執

行

部
•

各

委

員 

会

諸

兄

が

堂

中

の

衆

と

な

っ

て

、
乳

水 

I 
和

合

し

、
た

が

い

に

道

業

を

一 

.

 

興
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す2 

■

 

会

員

各

位

、

購

読

者

皆

さ

ま 

の

さ

ら

な

る

御

指

導•

御

鞭

撻 

尊

を

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
会
長 

宮

寺

守

正

『ARA • KAN KAN』0独り言
-----------音霊（おとだま）？-------------

不思議な形で妙な音の出るものを鳴らしながら、色んなと 

ころに出没するようになってから何年になるでしょうか。私 

の使う音具は、そのほとんどが自然素材を使って、自らの手 

で生み出したものです。自分で作る理由は幾つかあるのです 

が、売り物ではない、私の中から生まれてくる私の音を聴い 

てみたかったからです。

そしてここ数年、この音と一緒に小さな子供たちと遊ぶ 

チャンスを与えていただけるようになり、先日もある小学一 

年生の子供たち と音で遊んできま した。

突然出てくる音は、子供たちの身体や心を一瞬とまらせて 

しまうこともあるようです。我に返って泣き出す子、どうし 

ていいのか分からずオロオロする子、笑い出す子、走り出す 

子、本当にとんでもないことになります。イロイロな音を放 

り出してみるのですが、ひとりひとりの反応はさまざまで本 

当にユニークです。

そんな中、授業後の先生たちとの懇談の席で、「ノりが悪い」 

とか「元気が無い」そして「あまり自分の感情を外に出さな 

い」子供たちを心配する声が聞かれました。でも、「それで 

いいのでは…」と私は思いました。

子供たちが感じていた音は、私の鳴らした音ではなく、子 

供たちの中で鳴っていた音、自分の中で生まれた音、その音 

と話していたのではないでしょうか。自分の身体や心と。自 

然や宇宙と。音の生命と。

音の響きを通して子供たちの中に生まれる世界は、ひとり 

ひとりにとってかけがえのないものと繋がっているような気 

がします。音は一瞬で消え去ってしまっても、子供たちの中 

で鳴り続ける音。その音とその姿を、これからも大切に観て 

いきたいと思っています。

♦荒利美（あらとしみ）プロフィール

1960年福島県新地町生まれ、鑑灸師。

治療のかたわら、竹や瓢箪などのオりジナル•ハンドメイ 

ドの楽器を作り、演奏活動をしている。

最近では、「子供の情操に訴える演奏家」として、各教育 

機関や、各宗派寺院、各曹青会へも講師として招かれ、子 

供たちと「音」を交信している。

X『ARA • KANKANJ とは？-----------------------------

|本人のニックネーム。演奏活動で「空缶」を使用するこ 

Iとから、その音を取って命名す。

今

号

で

は

、

村

瀬

明

道 

尼
、
萩
野
婦
人
会
長
の
お
二 

方
に
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で 

き
ま
し
た
。
矍
鉄
と
さ
れ
た 

村
瀬
尼
、
凛
と
し
た
萩
野
会 

長
さ
ん
の
お
姿
に
、
自
然
と 

こ
ち
ら
の
背
筋
も
ピ
ン
ッ
と 

伸

び

る

思

い

で

し

た

。

「
青 

年
僧
よ
、
ま
だ
ま
だ
い
き
な 

は
れ
」
と
い
う
こ
と
で
し
よ 

う
か
…
。

午前3時10分••、会議は続く。

先
に
芥
川
賞
、
直
木
賞
の
受
賞
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。

両 

賞
は
そ
の
時
代
を
切
り
取
っ
た
作
品
が
選
考
さ
れ
ま
す
。
直 

木
賞
作
品
で
は
、
差
別
さ
れ
る
人
び
と
に
光
を
あ
て
、
生
や 

愛
の
意
味
を
問
い
直
さ
れ
て
お
り
、

一
方
、
芥
川
賞
作
品
で 

は
、
親
に
捨
て
ら
れ
、

預
け
ら
れ
た
親
戚
に
酷
い
虐
待
を
受 

け
た
青
年
の
語
り
で
話
は
進
み
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
作
品
で 

は

「差
別
」
「
理
不
尽
な
虐
待
」
と
い
っ
た
現
代
社
会
に
お
け
る 

悲
痛
の
叫
び
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

我
わ
れ
僧
侶
は
、
社
会
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
請
に
応
え 

て
い
く
責
務
が
あ
る
と
考
え
る
と
き
に
、

こ
の
よ
う
な
叫
び 

に
ど
う
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
べ
き
で
し
よ
う
か
。

以
前
か
ら
お
付
き
合
い
し
て
い
る
新
聞
社
の
方
に
、
次
の 

よ
う
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
謙

虚
(

冷
静)

に
な
る
と
、

何

を

書

く

べ

き

か(

ど
う 

生
き
る
べ
き
か)

の
本
質
が
み
え
て
く
る
。
」 

こ
の
言
葉
は
、

編
集
者
ば
か

り

で

な

く

、

我
わ 

れ
僧
侶
、

そ
し
て
、

全
て
の
人
間
に
共
通
す
る
言 

葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
そ
う
せ
い
」

は
、
今
号
よ
り
第
十
六
期
新
体
制 

に

て

ス

タ
ー
ト
致
し
ま
す
。
皆

さ
ま
に
は
、
今
後 

二
年
間
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

2005.8

「
そ

う

せ

い

」

に

対

す

る

ご

意

見
•

ご

感

想

を

お

寄 

せ

下

さ

い

。

〇

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

，
三

三

—
八

二

五

五

武

田

ま

で
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茶

管

寶

と
お

『食
を
透
し
て
伝
え
た
い
こ
と
』

——

「
精
進
料
理
の
精
神
に
学
ぶ
」

村
瀬
明
道
尼
を
訪
ね
て

「
一
切
森
羅
が
衆
生
で
あ
り
、

皆
が
食
を
通
し
て
仏
で
あ
る
」 

今
日
の
世
情
で
は
、
食
に
対
し
て
の
関
心 

が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。-
現

代

人

は

「豊
か
さ 

に
忘
れ
て
い
た
何
か
」
に
気
づ
く
度
に
、
さ 

ま
ざ
ま
な
問
題
の
答
え
を
食
に
求
め
て
い
る 

よ
う
な
感
が
あ
る
。
宗
門
に
於
い
て
は
、
道 

元

禅

師

様

が

『
典
座
教
訓
』

『
赴
粥
飯
法
』 

を
記
さ
れ
、
単
に
食
事
を
為
す
と
い
う
行
為 

に
留
ま
ら
な
い
、
修
行
の
肝
要
を
隈
な
く
お 

示
し
に
な
っ
て
い
る
。r
 

今
回
は
、
そ
の
食
を
透
し
て
み
え
る
心
に 

加
え
、
僧
侶
観
ま
で
を
、
滋
賀
県
で
精
進
料 

理
を
中
心
に
ご
活
躍
の
、
月
心
寺
庵
主
村
瀬 

明
道
尼
に
伺
っ
た
。

現
今
の
暖
衣
飽
食
の
時
代
に
、
村
瀬
明
道 

尼
の
こ
と
ば
は
、
我
わ
れ
に
ど
の
よ
う
に
響 

く
で
あ
ろ
う
か
…
。

(

聞

き

手

「菜
食
健
美
」
主
筆
白
澤
雪
俊
師) 

「僧
侶
と
し
て
、
今
想
う
こ
と
…
」 

第
二
次
世
界
大
戦
の
時
代
に
入
る
中
、
仏 

弟
子
と
し
て
の
意
識
は
、
た
い
へ
ん
矛
盾
を 

感
じ
ま
し
た
。
仏
教
徒
で
あ
る
の
に
、
国
法 

を
重
ん
ず
る
の
か
、
仏
法
を
重
ん
ず
る
の
か
、
 

ど
ち
ら
を
重
ん
ず
る
の
か
と
い
う
悩
み
で
し 

た
。
そ
の
時
、
我
々
は
戒
律
を
厳
し
く
守
る 

と
、
約
束
し
た
は
ず
な
の
に
と
、
得
度
時
の

想
い
に
心
を
馳
せ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
戦
争 

が
終
わ
り
、
生
活
が
国
法
に
縛
ら
れ
る
こ
と 

な
く
、
仏
法
を
基
盤
と
す
る
こ
と
に
何
の
遠 

慮
も
な
く
、
過
ご
す
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。
 

今
日
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
通
し
て
、
 

尼
僧
と
し
て
生
か
さ
れ
て
き
て
、
ま
た
精
進 

料
理
を
作
る
こ
と
で
修
行
さ
せ
て
い
た
だ
い 

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
お
経
を
唱
え
て
、
お 

布
施
を
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当 

に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
反
面
、
そ
れ
だ
け
の
値
が
自
分
に
あ
る 

か
ど
う
か
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
る
な
ら
ば
、
 

涙
を
流
す
ほ
ど
の
心
境
に
す
る
読
経
で
あ
る 

か
？

そ
の
意
識
が
、
継
続
し
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
曹
洞
宗
で
は
偈 

文
•

回
向
文
の
読
み
方
等
、
た
い
へ
ん
親
切 

に
読
み
下
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か 

し
、
更
に
読
み
下
す
の
は
ど
う
な
の
で
し
ょ 

『う
。
お
伽
話
の
よ
う
に
す
る
の
は
、
本
旨
が 

一
伝
わ
ら
な
く
な
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
苦
し
み
、
悲
し
み
を
同
じ
く
、
と
考 

一
え
る
気
持
ち
を
持
つ
よ
り
、
余
計
な
こ
と
を 

一言
う
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
放
つ
て
お
く 

1

こ
と
が
必
要
な
と
き
も
あ
る
で
し
よ
う
。
自 

分
で
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま 

す
か
ら
。
そ
の
解
決
で
き
な
い
苦
し
み
が
あ

る
か
ら
、
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
沢
山
の
教 

え
、
経
典
が
残
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
人
は 

生
き
た
い
と
思
っ
て
も
生
き
ら
れ
な
い
、
死 

に
た
い
と
思
っ
て
も
死
に
き
れ
な
い
も
の
だ 

と
考
え
て
い
ま
す
。

「僧
も
調
理
も
、

同
じ
く
無
心
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
」 

私
は
、

三
十
九
歳
の
時
に
右
半
身
不
随 

に
な
る
事
故
に
遭
い
ま
し
た
。

そ
の
時
、
 

そ
の
不
自
由
さ
の
中
か
ら
、
無
駄
の
無
い
よ 

う
に
す
る
こ
と
が
一
つ
の
課
題
に
な
り
ま
し 

た
。
生
活
の
中
に
、
無
駄
の
無
い
よ
う
に
生 

き
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
難
し
い
こ 

と
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
無
駄
の 

無
さ
が
、
料
理
に
も
生
活
に
も
現
れ
る
と
思 

い
ま
す
。
ま
た
、
完
全
に
無
駄
が
無
く
な
る 

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
毎
日
料
理
の
味 

は
違
っ
て
い
ま
す
。
例
え
る
な
ら
、
焼
き
物 

の
焦
げ
差
加
減
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ 

の
ま
ま
の
味
が
自
分
の
鏡
で
あ
る
と
考
え
ま 

す
。日

頃
私
は
、
料
理
を
い
た
だ
き
に
来
て 

く
だ
さ
る
方
が
た
に
、
食
に
対
し
て
の
言 

葉
は
一
切
喋
り
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
、

そ 

の
お
出
し
す
る
料
理
に
現
れ
て
い
る
と
思
い 

ま
す
し
、
何
か
を
訴
え
よ
う
と
い
う
意
識
も 

し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
料
理
に
使 

わ
れ
て
い
る
食
材
に
は
、
す
べ
て
に
命
が
あ 

る
と
い
う
こ
と
は
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
 

肉
を
食
べ
た
か
ら
不
殺
生
戒
を
破
戒
す
る
と 

は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
精
進 

料
理
に
お
い
て
も
、
草
や
根
菜
に
も
命
が
あ 

り
、
そ
の
命
を
い
た
だ
き
、
成
仏
さ
せ
て
い 

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
す
べ
て
仏
と
の
出
会 

い
で
あ
る
の
で
、
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
料
理 

は
無
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
上
手
に
作
ろ 

う
と
か
美
味
し
く
作
ろ
う
と
は
、
意
識
し
な 

い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
盛
り
つ
け
も
料
理
で



す
が
、
型
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
遊
び
心 

が
必
要
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
 

そ
れ
は
無
造
作
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
無
造 

作
と
は
無
神
経
と
は
違
い
、
も
の
凄
く
神
経 

を
注
い
だ
先
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま 

す
。
個
々
の
食
材
の
違
う
味
を
引
き
出
す
こ 

と
が
、
料
理
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま 

た
、
食
事
を
い
た
だ
く
時
に
合
掌
す
る
の
は
、
 

陰
陽
合
体
で
あ
り
、
自
分
が
こ
の
世
に
生
を 

受
け
て
い
る
の
は
、
母
と
父
の
お
か
げ
で
あ 

る
と
い
う
感
謝
の
か
た
ち
で
す
。
合
掌
が
総 

て
の
根
元
で
あ
り
、
天
地
自
然
に
感
謝
を
捧 

げ
、
自
分
の
生
き
て
い
る
証
と
考
え
て
い
ま 

す
。
そ
の
形
か
ら
入
ら
な
い
と
仕
方
が
な
い 

と
思
い
ま
す
。
威
儀
即
仏
法
で
す
か
ら
。
 

「青
年
僧
へ
…
」

お
互
い
に
、
そ
の
時
そ
の
時
は
精
一
杯
に 

生
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
十
年
た
っ
て
、
 

あ
の
時
は
ま
だ
至
ら
な
か
っ
た
と
思
い
、
気 

が
付
く
こ
と
を
年
の
功
と
い
い
ま
す
。
若
い 

と
き
は
、
思
い
っ
き
り
羽
目
を
外
す
こ
と
で 

す
。
若
い
か
ら
冒
険
で
き
る
の
で
、
そ
れ
相 

応
の
年
に
な
る
と
世
間
の
目
が
そ
う
は
さ
せ 

な
い
の
で
す
か
ら
…
。
せ
っ
か
く
の
青
春
で 

す

か

ら

「あ
い
つ
は
大
丈
夫
か
、
ど
ん
な
に 

な
る
ん
や
ろ
う
？
」
と
思
わ
れ
る
ぐ
ら
い
で 

良
い
と
思
い
ま
す
。
ほ
っ
と
い
た
ら
、
ど
ん 

な
こ
と
で
も
し
た
い
と
思
う
の
が
青
春
だ
と 

思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

五
十
歳
位
に
な 

る
と
、
何
を
話
し
て
も
面
白
い
坊
さ
ん
に
な 

る

の

で

は
 

な
い
で
し
ょ

う

か

。
「
あ 

れ

だ

っ

た
 

ら

や

り

そ
 

う
だ
な
」
と 

か
、
「
あ
れ 

は
ど
っ
ち
が 

ほ
ん
ま
も
ん

だ
ろ
う
？
」
と
、
幅
を
も
つ
こ
と
が
必
要
だ 

と
思
い
ま
す
。

ま
た
、

こ
の
頃
の
坊
さ
ん
は
お
と
な
し
す 

ぎ
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
お
と
な
し 

く
て
も
何
も
出
て
こ
な
い
で
し
よ
う
。
人
の 

噂
は
七
十
五
日
と
い
い
ま
す
か
ら
、
自
己
に 

正
直
に
生
き
る
こ
と
で
す
。
思
っ
た
こ
と
を 

突
き
進
む
こ
と
で
す
。
道
元
禅
師
様
が
、
越 

前
の
山
奥
に
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
た
い 

へ
ん
な
決
断
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
身
の
危 

険
を
感
じ
な
が
ら
も
、
自
己
に
正
直
に
生
き
、
 

仏
法
に
正
直
に
生
き
ら
れ
た
こ
と
。
そ
の
よ 

う
な
想
い
を
鑑
み
る
と
、
残
さ
れ
た
我
わ
れ 

が
何
を
す
べ
き
か
が
、
み
え
て
く
る
と
思
い 

ま
す
。

最
後
に
、

こ
れ
か
ら
の
尼
僧
は
大
き
な
決 

断
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い 

う
こ
と
を
言
っ
て
お
き
た
い
で
す
。
声
な
き 

声
を
、
明
確
な
意
思
の
伴
っ
た
声
と
し
て
発 

言
し
て
い
け
ば
、
小
さ
な
動
き
が
、
後
に
は
大 

き
な
力
と
な
つ
て
い
く
と
信
じ
て
い
ま
す
。
 

t>
瑞

米

山

月

心

寺

こ
こ
月
心
寺
に
は
、
本
堂
は
な
く
、
ご
本
尊 

様

で

あ

る

「童
形
聖
徳
太
子
像
」
は
、
書
院 

に
祀
ら
れ
て
お
り
、
小
野
小
町
が
祀
ら
れ
る 

百
歳
堂•

薬
師
如
来
堂•

水
神
様
を
庭
の
中
腹 

に
祀
っ
て
い
る
。
六
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
同
朋 

衆
と
呼
ば
れ
た
、
相
阿
弥
の
作
と
伝
え
ら
れ 

る
、
美
し
い
庭
と
放
生
池
の
姿
が
、
ど
の
よ 

う
な
悩
み
を
持
つ
人
間
を
も
包
み
込
む
よ
う

な
、
慈
愛
に
満
ち
た
場
所
で
あ
っ
たr
村
瀬 

尼

が

「女
人
の
持
つ
優
し
い
想
い
が
込
め
ら 

れ
て
い
る
庭
と
聞
い
て
い
ま
す
」
と
、
仰
っ 

て
い
た
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
人
に
も
、
手
を 

差
し
伸
べ
一
歩
前
進
し
て
迎
え
る
姿
が
そ
こ 

に
は
あ
っ
た
。
ま
る
で
、
慈
母
観
音
の
情
景 

が
似
合
う
と
感
じ
ら
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
。

《
プ
ロ
フ
ィ1
ル
》

月
心
寺
庵
主 

村

瀬

明

道
(

む/

ぜ 

み
ょ
う
ど
う) 

大

正

十

三

年(

一
九
二
四)

に
生
ま
れ
る
。
九
歳
の 

時
、
京
都
の
高
源
寺
の
養
女
と
な
り
、
仏
門
に
入
る
。
 

岐
阜
県
の
臨
済
宗
天
衣
寺
美
濃
尼
衆
学
林
で
の
修
行 

後
、

京

都

府

の

水

月

寺

副

住

職

、

福

井

県

海

見

寺 

住
職
を
経
て
、

三
十
七
歳
の
時
に
月
心
寺
へ
。

三
年 

後
、
交
通
事
故
に
よ
り
右
腕
右
足
の
自
由
を
失
う
。 

法
要
の
仕
出
し
弁
当
に
合
わ
せ
て
作
っ
た
精
進
料
理 

が
き
っ
か
け
で
、
手
料
理
を
出
す
よ
う
に
な
り
、

の 

ち
に
檀
徒
以
外
の
客
に
も
精
進
料
理
を
振
る
舞
う
。 

特

に

胡

麻

豆

腐

は

「
天
下
一
」
と

賞

さ

れ

！？精
進
料 

理
の
明
道
尼
」
と
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
著
書 

に

「
月
心
寺
で
の
料
理
」
(

文
化
出
版
社)
辞

ほ

ん

ま 

も
ん
で
い
き
な
は
れ
」
(
文
藝
春
秋
社)

「
あ
る
小
さ 

な
禅
寺
の
心
満
ち
る
料
理
の
は
な
し
」
(

青
春
出
版 

社)

が
あ
る
。
平
成
十
三
年N
H
K
朝
の
連
続
テ
レ 

ビ

小

説

「
ほ
ん
ま
も
ん
」

で
野
際
陽
子
が
演
じ
る
庵 

主
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。

白
澤 

雪

俊
(

し
ら
さ
わ 

せ
っ
し
ゅ
ん) 

昭

和

四

十

五

年

青

森

県

弘

前

市

生

ま

れ 

十
八
歳
で
永
平
寺
東
京
別
院
に
安
居
修
行
し
、
駒
澤 

短
期
大
学
仏
教
科
に
学
ぶ
。
卒
業
後
、
曹
洞
宗
大
本 

山
永
平
寺
に
て
長
年
安
居
修
行
し
、
送
行
後
、
永
平 

寺
東
京
別
院
に
副
典
座
と
し
て
再
安
居
。
 

現
在
、
弘
前
市
普
門
院
副
住
職
。

著

書

』
『
身

体

に

や

さ

し

い

料

理

を

つ

く

ろ

う

』 

(

ニ
ュ1
ト
ン
プ
レ
ス)

※

尚
、
振
り
込
み
用
紙
の
通
信
欄
に
、

ご
意
見
、

ご 

感
想
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
方
に
は
、
抽
選
で
十 

名
様
に
、
村

瀬

尼

の

著

書

『
ほ
ん
ま
も
ん
で
い
き 

な
は
れ
』
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
い
た
し
ま
す
。

ほ

ん

ま
 

も

ん

で
 

い
き
な
は
れ

瀬
明
道
K?

'幾ん愛離れ山鬥に入忙 
纽じ断c•知りた選な*I意、 
エおんなとL•目『 一杯、生

精進料理の月心等
庵にさん機快一代記!



古紙100%再生紙

そうせい美術館

哆々和々

行いに行相なく、語に語相無き様子を、 

幼児の言動の明確でないのに譬えて言 

う。有句無句自由自在、且つ円満な様。

『從容録』第8則「百丈野狐」/頌

♦

作
者
プ
ロ
フ
ィ
—
ル 

鈴

倭

の

り

こ(

す

ず

わ

の

り

こ
) 

福
島
県
浪
江
町
生
ま
れ
。

S
48
年
よ
り
独
学
で
和
紙
人
形
を
作
り
始
め
、

「
鈴
倭
人
形
」 

を
創
作
。

S
59
年
福
島
県
知
事
賞
受
賞

H
8
年

全

国

商

工

連

合

会

よ

り

「
人
間
県
宝
」
に
選
ば
れ
る
。
 

H
13
年

12
月1
日

「
夢

海

庵•

鈴
倭
人
形
美
術
館
」
開
館 

地
元
紙
へ
の
随
筆
寄
稿
、

テ

レ

ビ•

ラ
ジ
オ
出
演
、
各
地
各
種 

団
体
で
の
講
演
、
作
品
展
示
他
多
数
。

H
12
年4
月

板

橋

興

宗

禅

師

に

つ

い

て

出

家

得

度

。

曹

洞

宗

尼

僧

名

「笑
雲
夢
海
」

本
誌
編
集
部
へ
の
お
問
い
合
わ
せ
先 
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