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あきた

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

山
内
御
一
同
様
、
お
健
や
か
に
新
年
を

お
迎
え
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
一
年
、
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

宗
務
所
長
　
源
守
院
住
職
　
越
姓
玄
悦

副
所
長
　
　
玉
林
寺
住
職
　
齋
藤
昭
道

教
化
主
事
　
香
最
寺
住
職
　
國
安
大
智

庶
務
主
事
　
月
宗
寺
住
職
　
袴
田
俊
英

梅
花
主
事
　
萬
福
寺
住
職
　
鷹
照
賢
裕

人
権
主
事
　
清
松
寺
住
職
　
佐
藤
徳
祐

書
記
　
　
　

信
寺
副
住
　
明
石
浩
延

書
記
　
　
　
本
宮
寺
住
職
　
佐
藤
善
廣

厳　冬
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れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
地
元
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
る
事

が
で
き
ま
し
た
。
令
命
一
等
、
二
等

に
限
定
さ
れ
ま
す
が
、
布
教
師
を
目

指
す
方
や
上
級
を
目
指
す
方
は
も
ち

ろ
ん
、
資
質
向
上
を
目
指
す
方
に
も

参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
梅
花
師
範
を
目
指
す
方
に
も
布

教
師
資
格
が
必
要
に
な
る
級
階
も
あ

り
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
を
利
用
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
く
存
じ
ま

す
。�

　

近
年
、
寺
院
を
取
り
巻
く
環
境
は

年
を
追
う
ご
と
に
変
容
の
速
度
を
増

し
、
ホ
ー
ル
葬
や
家
族
葬
の
増
加
、

永
代
供
養
墓
、
合
同
墓
な
ど
埋
葬
事

情
の
多
様
化
な
ど
従
来
見
ら
れ
な

か
っ
た
傾
向
も
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
寺
院
間

の
情
報
共
有
と
一
体
感
の
醸
成
が
求

め
ら
れ
る
中
、
役
職
員
一
同
微
力
な

が
ら
心
を
一
つ
に
し
て
、
県
内
御
寺

院
様
の
御
理
解
と
御
協
力
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
職
務
を
全
う
し
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。�

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
県
内
御
寺
院

様
の
益
々
の
興
隆
発
展
と
萬
福
多
幸

を
心
か
ら
祈
念
申
し
あ
げ
、
任
期
最

後
の
年
の
年
頭
の
挨
拶
と
致
し
ま

す
。�

　

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
あ

げ
ま
す
。
年
明
け
は
穏
や
か
な
三
ヶ

日
と
な
り
ま
し
た
が
、
県
内
御
寺
院

様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
恙
な
く
新
し

い
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
拝
察
申

し
あ
げ
ま
す
。�

　

今
年
の
干
支
は
戌
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
県
内
に
限
っ
て
の
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
型
和
犬
の
代
表

と
し
て
様
々
な
形
で
秋
田
犬
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
発
生
の
地
大

館
市
で
は
、
秋
田
犬
を
中
心
に
据
え

た
観
光
振
興
策
が
熱
心
に
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
ハ
チ
公
や
秋
田
犬
に
あ

や
か
り
、
秋
田
県
が
よ
い
意
味
で
注

目
さ
れ
る
年
に
な
る
こ
と
を
念
願
し

た
い
と
思
い
ま
す
。�

　

昨
年
は
県
内
御
寺
院
様
の
御
理
解

と
御
協
力
に
よ
り
順
調
に
事
業
を
進

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
一
方

で
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
が
目
立
っ

た
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
集
中
豪
雨

に
よ
る
水
害
や
、
地
域
は
限
定
さ
れ

ま
す
が
、
地
震
の
被
害
も
あ
り
ま
し

た
。
特
に
水
害
は
被
災
地
域
も
広
範

囲
に
わ
た
り
、
復
旧
作
業
も
個
別
で

は
対
応
に
も
限
界
が
あ
り
ま
す
。
自

然
災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
予
想
も
難

し
く
、
事
前
の
備
え
も
後
手
に
回
り

が
ち
で
す
が
、
宗
務
所
と
し
て
も
速

や
か
な
対
応
を
心
が
け
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
の
で
、
御
意
見
や
御
提
言

を
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
く
存
じ
ま

す
。�

　

本
年
は
私
達
役
職
員
に
と
り
ま
し

て
は
四
年
任
期
の
最
後
の
年
に
あ
た

り
、
任
期
も
残
す
と
こ
ろ
十
カ
月
ほ

ど
と
な
り
ま
し
た
が
、
粛
々
と
目
前

の
事
業
に
精
力
を
傾
注
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
所
内
に
お
い

て
三
月
開
催
の
宗
務
所
会
に
向
け
、

来
年
度
事
業
計
画
案
、
予
算
案
に
つ

い
て
検
討
を
重
ね
て
お
り
ま
す
が
、

秋
に
は
宗
議
会
議
員
選
挙
、
宗
務
所

長
選
挙
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
事
業
日
程
の
調
整
に
難
渋
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
具
体
的
な

予
定
と
し
て
、
七
月
十
一
日
に
秋
田

県
で
布
教
師
検
定
が
開
催
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
地
方
で
開
催
さ

新
春
万
福

秋
田
県
宗
務
所　

所
長　

越こ
し　

姓う
じ　

玄げ
ん　

悦え
つ�
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見
は
通
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
よ
り
も
今
最
も
大
事
な
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
徒
弟
者
の
激
減
で
す
。

宗
勢
総
合
調
査
に
よ
る
と
、
十
年
前
の
調

査
よ
り
約
一
、五
〇
〇
人
減
少
し
て
い
る

結
果
が
出
ま
し
た
。
こ
れ
は
宗
門
に
と
っ

て
由
々
し
き
問
題
で
す
。

　

人
口
減
少
社
会
に
伴
っ
て
、
檀
家
減
少

に
よ
る
収
人
不
足
。
安
定
し
た
寺
院
運
営

が
送
れ
な
い
と
な
れ
ば
他
に
生
活
の
糧
を

求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
は
明
白
で
あ
り
ま

す
。
よ
っ
て
当
然
住
職
後
継
者
た
る
徒
弟

は
寺
を
離
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
住
職
と

し
て
僧
侶
の
資
格
を
得
よ
う
と
し
て
も
、

現
今
の
宗
制
上
、
僧
堂
安
居
の
期
間
が
就

職
活
動
の
妨
げ
と
な
り
、
就
職
が
困
難
と

な
る
こ
と
で
す
。
こ
の
就
職
と
安
居
の
兼

ね
合
い
を
ク
リ
ア
す
る
方
法
は
な
い
も
の

か
。

　

私
案
で
す
が
、
安
居
の
あ
り
方
を
再
考

す
べ
き
と
思
慮
し
ま
す
。
そ
れ
は
僧
階
の

見
直
し
で
す
。
例
え
ば
三
等
、
四
等
教
師

の
新
た
な
資
格
を
創
設
し
て
住
職
の
資
格

を
習
得
す
る
方
法
を
考
え
た
い
。
一
般
社

会
に
生
活
の
糧
を
得
な
が
ら
、
寺
院
を
守

り
、
法
灯
を
継
承
し
て
い
く
道
を
開
き
た

い
。
い
わ
ゆ
る
兼
職
で
あ
る
。
以
前
は
兼

職
と
い
え
ば
、
何
か
と
揶
揄
さ
れ
た
も
の

だ
が
、
今
は
違
う
し
こ
れ
か
ら
は
違
う
。

む
し
ろ
職
場
や
現
場
、
市
井
に
あ
っ
て
、

社
会
に
携
わ
り
な
が
ら
存
在
感
を
示
す
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
法
灯
の
継

承
者
と
し
て
気
高
い
矜
持
を
持
っ
て
生
き

て
い
く
。
こ
ん
な
宗
門
人
が
多
く
存
在
し

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
貴

寺
院
、
御
寺
族
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
健

や
か
な
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
拝
察
し

お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
の
宗
門
を
振
り
返
っ
て
み

ま
す
と
、
大
学
問
題
に
揺
れ
た
一
年
で
あ

り
ま
し
た
。
一
年
前
の
一
月
二
十
六
日
、

学
校
法
人
駒
沢
大
学
の
理
事
会
に
お
い

て
、
苫
小
牧
駒
沢
大
学
が
京
都
育
英
館
に

無
償
譲
渡
、
設
置
者
変
更
の
決
定
が
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
事
は
私
達
宗
議
会
議
員
は

勿
論
の
こ
と
、
宗
門
の
全
く
知
ら
な
い
事

で
あ
り
ま
し
た
。
宗
務
総
長
す
ら
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

第
一
二
七
回
通
常
宗
議
会
の
初
日
（
二

月
二
十
日
）
議
会
中
に
も
関
わ
ら
ず
、
会

場
を
移
し
て
駒
沢
大
学
理
事
長
、
大
学
関

係
者
数
名
の
出
席
を
得
て
大
学
側
の
説
明

が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
議
員
の
憤
慨
は
収

ま
ら
ず
、
多
勢
に
無
勢
で
ま
る
で
糾
弾
会

の
体
で
あ
り
ま
し
た
。そ
の
後
議
会
で「
設

置
者
変
更
の
白
紙
撤
回
を
求
め
る
議
案
」

等
が
可
決
、
議
員
に
よ
る
様
々
な
質
問
や

問
題
が
議
論
激
昂
し
た
の
で
す
が
、
結
局

は
十
一
月
十
四
日
文
科
省
は
無
償
譲
渡
、

設
置
者
変
更
を
正
式
に
認
可
し
決
定
い
た

し
ま
し
た
。
宗
門
は
西
の
多
々
良
学
園
を

失
い
、
今
度
は
北
の
苫
小
牧
駒
沢
大
学
を

無
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
愛
知
学
院
大

学
も
宗
門
と
様
々
な
問
題
を
起
し
、
裁
判

沙
汰
ま
で
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら

は
昨
年
末
に
宗
門
が
勝
訴
と
い
う
こ
と
で

決
着
が
つ
い
た
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
し

て
も
宗
門
と
宗
立
学
校
の
関
係
は
混
沌
と

し
て
お
り
ま
す
。
多
々
良
学
園
の
失
敗
は

宗
門
関
係
の
人
間
が
介
入
し
過
ぎ
た
事
が

大
き
な
要
因
で
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て

学
校
法
人
の
自
主
性
を
重
ん
じ
た
ら
、
今

度
は
愛
知
学
院
大
学
の
よ
う
に
学
校
法
人

法
を
盾
に
宗
門
に
反
旗
を
翻
し
、
苫
小
牧

駒
沢
大
学
に
至
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
宗
門

を
無
視
し
た
勝
手
な
行
動
で
あ
り
ま
し

た
。
お
互
い
事
前
に
話
し
合
え
ば
、
こ
ん

な
に
紛
糾
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う

の
で
す
が
。
と
も
か
く
年
二
回
九
日
間
し

か
な
い
大
事
な
議
会
が
こ
の
苫
小
牧
駒
沢

大
学
の
移
管
問
題
に
多
く
の
時
間
を
費
や

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
残
念
で
す
。

　

さ
て
、
本
年
は
宗
議
会
議
員
選
挙
の
年

で
あ
り
ま
し
て
、残
す
と
こ
ろ
九
ヵ
月
余
。

あ
っ
と
い
う
間
に
三
年
が
過
ぎ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
何
を
し
て
き
た
の
か
と
忸
怩
た

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
力
不

足
で
す
。
例
え
ば
今
次
宗
議
会
で
大
教
師

の
定
員
が
一
八
〇
人
か
ら
二
〇
〇
人
に
増

員
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
の
議
案
を
付
託

さ
れ
た
第
二
特
別
委
員
会
（
九
人
）
の
メ

ン
バ
ー
で
し
た
。
こ
の
議
案
は
宗
門
の
本

質
と
僧
侶
の
資
質
を
低
下
さ
せ
る
だ
け
の

愚
法
案
だ
と
反
対
い
た
し
ま
し
た
が
、
意

こ
の
宗
門
の
か
た
ち

宗
議
会
議
員　

佐
々
木　

正　

悦
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メ
ン
ト
の
中
に
あ
る
よ
う
に
「
東
京
地
裁

判
決
は
宗
議
会
議
員
の
地
位
と
い
う
宗
教

団
体
の
内
部
の
問
題
に
裁
判
所
が
介
入

し
、
曹
洞
宗
審
事
院
の
懲
戒
処
分
の
判
断

内
容
に
国
家
が
不
当
に
介
入
す
る
も
の
で

あ
る
等
の
多
数
の
問
題
が
あ
る
」
と
い
う

理
由
を
も
っ
て
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月

二
十
八
日
付
け
で
、
高
裁
に
「
控
訴
」
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
私
が
思
う
こ
と
は
、

　

一
、
高
裁
に
控
訴
す
る
前
に
、
訴
訟
代

理
人
は
、
数
名
い
る
宗
門
顧
問
弁
護
士
と

協
議
を
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
。

　

一
、
何
故
に
、
同
年
五
月
二
十
二
日
の

証
人
尋
問
後
、
裁
判
長
か
ら
和
解
勧
告
が

あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
宗
門
弁
護
団
は

和
解
勧
告
に
応
じ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の

時
応
じ
て
お
け
ば
こ
の
よ
う
な
判
決
文
は

世
に
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

一
、
宗
門
の
代
理
人
は
告
訴
さ
れ
た
段

階
か
ら
、
過
去
の
判
例
を
重
視
し
す
ぎ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。

と
、
東
京
地
裁
の
判
決
文
の
内
容
を
受
け

て
浅
学
の
私
が
思
う
と
こ
ろ
を
列
記
い
た

し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
相
撲
協
会
の

改
革
の
方
が
先
行
す
る
の
か
、
宗
門
内
の

改
革
が
先
行
す
る
の
か
が
待
た
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
共
、
御
慈
援
ご
指
導
を
賜
り
ま
す

よ
う
御
願
い
申
し
上
げ
、
さ
ら
に
管
内
寺

院
老
宗
師
の
御
法
体
堅
固
並
び
に
山
門
の

御
隆
昌
を
祈
念
申
し
上
げ
擱
筆
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。

　

平
成
三
十
年
の
年
頭
に
当
た
り
、
寺
門

の
隆
昌
と
安
寧
を
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ご
承
知
の
通
り
、
平
成
二
十
九
年
十
一

月
十
六
日
東
京
地
裁
は
、
被
告
で
あ
る
宗

門
に
対
し
不
法
行
為
が
あ
る
と
認
定
し
た

も
よ
う
で
あ
る
。

　

愛
知
学
院
大
学
弁
護
団
側
が
求
め
た
事

項
は
、

　

①
学
院
宗
門
理
事
三
名
に
対
す
る
懲
戒

処
分
（
分
限
停
止
・
謹
慎
）
の
無
効

　

②
懲
戒
処
分
が
無
効
で
あ
り
、
三
名
の

宗
議
会
議
員
の
地
位
に
あ
る
こ
と
の
確
認

　

③
懲
戒
処
分
な
ど
は
不
法
行
為
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
の
賠
償

請
求

こ
の
三
点
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
判
決
の
概
要
を
申
し
上
げ
れ

ば
、
①
の
懲
戒
処
分
（
分
限
停
止
・
謹
慎
）

の
無
効
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
宗
教

上
の
問
題
で
あ
る
か
ら
裁
判
所
が
判
断
を

し
な
い
と
い
う
原
則
か
ら
却
下
と
し
、
②

③
の
判
断
で
は
、
三
名
に
対
す
る
懲
戒
処

分
が
違
法
無
効
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

形
式
上
は
判
決
の
主
文
で
は
「
却
下
」
と

し
て
い
る
も
の
の
、
判
決
で
は
明
確
に
懲

戒
処
分
が
違
法
・
無
効
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

な
お
、懲
戒
処
分
の
無
効
に
関
し
て
は
、

「
処
分
の
根
拠
と
な
っ
た
重
大
な
事
実
に

誤
認
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
重
大
な
事
実

の
基
礎
を
欠
き
、
ま
た
は
、
判
断
の
過
程

に
お
い
て
自
律
的
に
定
め
た
準
則
の
解
釈

が
恣
意
的
に
行
わ
れ
、
お
よ
そ
当
該
準
則

に
従
っ
て
処
分
が
行
わ
れ
た
と
は
認
め
ら

れ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
裁
量

の
範
囲
を
逸
脱
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
濫
用

し
た
も
の
と
し
て
無
効
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」
と
。
ま
た
、不
法
行
為
に
関
し
て
は
、

三
名
の
「
人
格
的
利
益
を
侵
害
す
る
も
の

と
し
て
、
不
法
行
為
に
該
当
す
る
」
と
い

う
判
決
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
判
決
文
を
、
有
志
議
員
を
通
じ
そ

れ
ぞ
れ
の
地
元
の
弁
護
士
乃
至
顧
問
弁
護

士
に
精
査
し
て
頂
い
た
と
こ
ろ
、
完
全
に

宗
門
が
敗
訴
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
多
く

寄
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
宗
門
顧
問
弁
護
士
の

中
か
ら
も
宗
門
は
百
二
十
％
敗
訴
で
あ
る

と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
も
頂
い
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
宗
門
側
訴
訟
代
理
人
は
今
般

両
会
派
の
機
関
紙
に
同
封
さ
れ
て
い
る
コ

年
頭
所
感

　
　
―
昨
年
の
出
来
事
・
感
じ
た
ま
ま
に
―

宗
議
会
議
員　

深　

川　

典　

雄
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こ
の
度
、秋
田
県
宗
務
所
・
禅
セ
ン
タ
ー

創
立
記
念
集
会
が
、
十
月
三
十
一
日
、
秋

田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
を
会
場
に
盛
大
に

開
催
さ
れ
た
。

　

当
日
は
記
念
集
会
に
先
立
ち
、
午
後
一

時
半
よ
り
禅
セ
ン
タ
ー
研
修
部
が
企
画
し

た
。「
禅
を
聞
く
会
」
が
、
兵
庫
県
海
久

寺
住
職
・
中
村
典
篤
老
師
（
前
大
本
山

永
平
寺
不
老
閣
侍
局
長
）
を
お
迎
え
し

「
道
元
様
の
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
～
禅
師

求
法
の
旅
～
」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。

２
５
０
名
以
上
の
聴
衆
が
熱
心
に
講
演
に

耳
を
傾
け
て
い
た
。
特
に
宮
崎
奕
保
禅
師

様
と
の
お
ふ
れ
合
い
は
目
に
映
る
よ
う
で

あ
っ
た
。

　

講
演
終
了
後
は
会
場
を
移
し
、
住
職
永

年
勤
続
表
彰
受
彰
者
を
は
じ
め
と
し
、
関

係
各
位
多
数
ご
臨
席
の
も
と
午
後
四
時
よ

り
設
立
記
念
集
会
が
行
わ
れ
た
。

　

越
姓
玄
悦
所
長
の
挨
拶
に
続
き
、
住
職

永
年
勤
続
六
〇
年
、
五
〇
年
、
四
〇
年
、

三
〇
年
表
彰
を
受
け
ら
れ
た
諸
老
師
の
紹

介
と
彰
状
の
授
与
、
寺
族
と
し
て
長
年
に

亘
り
住
職
を
補
佐
し
て
こ
ら
れ
、七
〇
歳
、

六
〇
歳
を
迎
え
ら
れ
た
方
々
へ
の
彰
状
の

授
与
が
行
わ
れ
、
受
彰
さ
れ
た
方
々
を
代

表
し
て
、
第
二
教
区
常
福
寺
住
職
、
鈴
木

慎
雄
老
師
が
謝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の

後
、
長
慶
寺
住
職
、
深
川
典
雄
宗
議
会
議

員
老
師
よ
り
受
彰
さ
れ
た
方
々
へ
ご
祝
辞

が
述
べ
ら
れ
た
。

　

記
念
式
典
終
了
後
会
場
を
移
し
、
午
後

五
時
よ
り
祝
賀
会
に
移
り
、
主
催
者
を
代

表
し
て
齋
藤
昭
道
副
所
長
が
開
式
の
挨
拶

を
し
、
ご
祝
辞
、
乾
杯
の
後
、
和
や
か
な

祝
賀
会
と
な
っ
た
。

　

今
年
度
の
記
念
集
会
も
、
昨
年
に
引
き

続
き
研
修
部
企
画
の
『
禅
を
聞
く
会
』
の

後
、
会
場
を
変
え
て
の
開
催
と
な
っ
た
。

住
職
60
年
表
彰
（
管
長
表
彰
）

第
２
教
区　

常
福
寺　

鈴
木　

慎
雄　

老
師

第
４
教
区　

龍
門
寺　

浅
田　

裕
高　

老
師

第
12
教
区　

潜
龍
寺　

伊
藤　

静
純　

老
師

住
職
50
年
表
彰
（
管
長
表
彰
）

第
５
教
区　

最
禅
寺　

森
田　

昭
兒　

老
師

住
職
40
年
表
彰
（
管
長
表
彰
）

第
４
教
区　

楢
淵
寺　

佐
藤　

良
胤　

老
師

第
５
教
区　

少
林
寺　

小
林　

隆
宏　

老
師

第
５
教
区　

香
川
寺　

千
葉　

剛
道　

老
師

第
18
教
区　

森
昌
寺　

黒
澤　

英
章　

老
師

住
職
30
年
表
彰

第
１
教
区　

寶
袋
院　

櫻
田　

元
宏　

老
師

第
７
教
区　

徳
昌
寺　

佐
々
木
文
雄　

老
師

第
10
教
区　

福
昌
寺　

保
坂　

康
雄　

老
師

第
10
教
区　

耕
田
寺　

佐
々
木
賢
龍　

老
師

寺
族
表
彰

第
１
教
区　

鱗
勝
院　

三
浦　

英
代　

様

第
１
教
区　

蒼
龍
寺　

佐
藤
佳
代
子　

様

第
１
教
区　

光
明
寺　

石
田　

道
子　

様

第
１
教
区　

正
應
寺　

榊
原
い
づ
み　

様

第
６
教
区　

春
光
寺　

荻
津　

靖
子　

様

第
７
教
区　

福
城
寺　

佐
々
木
美
喜
子
様

第
８
教
区　

東
光
院　

遠
藤　

ま
き　

様

第
９
教
区　

鳳
来
院　

茂
林　

敦
子　

様

第
９
教
区　

見
性
寺　

佐
々
木
京
子　

様

第
９
教
区　

長
慶
寺　

深
川　

典
子　

様

第
９
教
区　

長
泉
寺　

柳
川　

暁
子　

様

第
９
教
区　

徳
昌
寺　

佐
々
木
美
江
子
様

第
10
教
区　

正
法
院　

清
水　

増
子　

様

第
11
教
区　

長
泉
寺　

奈
良　

博
子　

様

第
16
教
区　

永
蔵
寺　

戸
部
美
和
子　

様

第
16
教
区　

深
徳
寺　

魚
谷　

知
子　

様

第
17
教
区　

圓
福
寺　

小
原　

壱
子　

様

平
成
29
年
度
曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所

　
　
　
・
禅
セ
ン
タ
ー
設
立
記
念
集
会

表
彰
対
象
者
芳
名
簿

越姓玄悦所長の挨拶

住職永年勤続表彰深川典雄宗議のご祝辞
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参
学
す
る
こ
と
で
あ
り
、
参
学
す
る
人
の

こ
と
を
さ
し
ま
す
。
自
分
で
修
行
す
る
か

ら
と
か
、
経
典
で
学
べ
ば
良
い
と
い
っ
た

よ
う
な
こ
と
で
な
く
、
仏
法
は
た
だ
仏
と

仏
の
み
に
悟
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
仏
に

な
る
に
は
従
来
の
仏
の
足
跡
を
辿
る
こ
と

が
大
事
だ
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
直
接
師
に

見
え
て
、そ
の
膝
下
に
あ
っ
て
教
え
を「
体

得
」
す
る
こ
と
だ
と
い
う
。
師
へ
の
参
学

そ
の
こ
と
が
、
見
仏
と
い
う
こ
と
。
よ
っ

て
、
私
た
ち
の
身
心
も
、
師
へ
の
随
順
と

い
う
行
に
お
い
て
、
諸
仏
た
り
得
る
の
だ

と
。
中
村
老
師
か
ら
は
、
禅
師
さ
ま
の
侍

者
と
し
て
の
随
順
そ
の
ま
ま
が
求
法
の
旅

と
な
り
、
随
師
学
に
励
み
、
随
師
学
得
仏

見
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
大
切
だ

と
伝
わ
っ
て
く
る
。
中
村
老
師
が
宮
崎
奕

保
禅
師
さ
ま
を
語
る
と
き
、
そ
れ
は
演
題

の
と
お
り
「
道
元
様
が
伝
え
た
か
っ
た
こ

と
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
感
じ

随
　
身

　
　
研
修
部
事
務
局

　
　
　
十
六
教
区
　
重
福
寺
副
住

�

國
安
　
格
道

　

平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日
、
秋
田

キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
を
会
場
に
開
催
さ
れ

た
。

　

中
村
老
師
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
各
種
研

修
会
講
師
と
し
て
、
ご
来
県
い
た
だ
い
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
お
話
は
、
大
本

山
永
平
寺
七
十
八
世
・
宮
崎
奕
保
禅
師
さ

ま
の
お
言
葉
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
講
義
中
だ
け
で
な
く
普
段
の
会
話

や
送
迎
の
車
の
中
ま
で
、
宮
崎
奕
保
禅
師

さ
ま
の
お
言
葉
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
語
ら
れ

る
。

　

随
身
と
は
、
徳
の
高
い
僧
に
随
侍
し
て

た
。

　

思
い
返
せ
ば
以
前
に
、
中
村
老
師
よ
り

宮
崎
奕
保
禅
師
さ
ま
は
、
若
い
僧
侶
に
接

す
る
機
会
が
あ
る
と
必
ず
「
偉
く
な
ら
な

く
て
も
い
い
、
有
難
い
お
坊
さ
ん
に
な
り

な
さ
い
」
と
声
を
か
け
励
ま
し
て
い
た
と

伺
っ
た
。

　

さ
て
、
私
も
ご
本
山
修
行
か
ら
秋
田
に

戻
っ
て
か
ら
、
曹
青
代
議
員
、
曹
青
執
行

部
、
青
少
年
教
化
委
員
な
ど
研
修
会
の
裏

方
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
四
半
世
紀
が

す
ぎ
、
そ
ろ
そ
ろ
一
般
聴
講
し
た
い
と
思

う
こ
の
頃
で
あ
る
。�

合
掌

仏
教
公
開
講
座

　「
禅
を
聞
く
会
」

　
　
　
　
　
演
題
　�「
道
元
様
の
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
～
禅
師
求
法
の
旅
～
」

　
　
　
　
　
講
師
　�
兵
庫
県
海
久
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
本
山
永
平
寺
不
老
閣
侍
局
長
　
中
村
典
篤
老
師

　

中村典篤老師の講演

会場風景 寺族表彰 表彰対象の方々
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本
山
研
修
同
行
記

�

に
か
ほ
市
龍
泉
寺
護
持
会
理
事
　
　

�

田
中
　
　
勉

　

私
が
初
参
加
し
た
の
は
龍
泉
寺
住
職
加

藤
雄
悦
先
生
に
段
取
り
を
た
の
ま
れ
九
名

の
参
加
者
と
住
職
の
同
行
で
行
く
事
に
な

り
本
当
に
楽
し
み
で
あ
り
ま
し
た
。
永
平

寺
で
の
研
修
は
三
度
に
な
り
ま
す
が
、
回

を
重
ね
る
た
び
に
壮
大
な
本
山
で
の
日
常

の
す
べ
て
と
言
っ
て
良
い
程
の
修
行
に
感

銘
を
う
け
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
次
は
總
持
寺
に
も
参
加
し
た

く
、
二
度
の
修
行
を
す
る
事
が
出
来
ま
し

た
。
誠
に
こ
の
研
修
会
は
有
難
く
楽
し
み

に
し
て
待
っ
て
居
り
ま
す
。

　

私
の
役
目
は
新
規
参
加
者
が
安
心
し
て

こ
の
会
に
出
合
え
る
様
に
ア
ド
バ
イ
ス
、

相
談
す
る
こ
と
で
す
。
今
後
も
今
ま
で
の

研
修
会
で
受
け
た
す
べ
て
の
御
利
益
に
感

謝
し
、
皆
に
広
め
な
が
ら
己
も
み
が
い
て

行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

又
、
こ
の
会
の
旅
行
記
に
つ
い
て
は
、

毎
回
有
名
な
名
所
、寺
院
等
を
拝
観
出
来
、

本
山
研
修
会

　

今
年
度
の
現
職
研
修
会
は
、九
月
四
日
、

五
日
の
二
日
間
で
、
秋
田
市
歓
喜
寺
様
に

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
四
日
は
十
三
時
の

開
講
式
終
了
後
、
十
三
時
半
か
ら
十
七
時

半
ま
で
研
修
会
を
行
っ
た
。

　

講
義
一
は
人
権
学
習
と
し
て
、
秋
田
大

学
大
学
院
准
教
授
、
佐
々
木
久
長
先
生
を

お
迎
え
し
、「
生
き
る
こ
と
を
支
え
る
自

殺
対
策
～
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
と
ゲ
ー
ト
キ
ー

パ
ー
に
つ
い
て
～
」
と
題
し
て
ご
講
義
を

い
た
だ
い
た
。

　

講
義
二
及
び
三
は
、
四
日
と
五
日
の
二

日
間
に
わ
た
っ
て
青
森
県
恐
山
院
代
・
福

井
県
霊
泉
院
住
職
、
南
直
哉
老
師
を
お
迎

え
し
、「『
正
法
』
と
は
何
か
～
ブ
ッ
タ
の

言
葉
と
『
正
法
眼
蔵
』
～
」
と
題
し
て
、

正
法
眼
蔵
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
老
師
が

長
年
お
読
み
に
な
る
中
で
、
お
読
み
に
な

る
お
考
え
を
ご
教
授
い
た
だ
い
た
。
目
か

ら
鱗
が
落
ち
る
思
い
の
ご
講
義
で
あ
っ

た
。

　

講
義
四
は
宗
務
庁
派
遣
講
師
、
金
子
宗

元
先
生
か
ら
「
続
・
坐
禅
会
を
始
め
る
た

め
に
～
曹
洞
宗
の
坐
禅
観
～
」
と
題
し
て

懇
切
丁
寧
に
ご
教
授
い
た
だ
い
た
。

現
職
研
修
会

金子宗元老師 佐々木久長先生 南直哉老師

閉講式 薬石を戴く
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一
つ
の
楽
し
み
と
し
て
日
程
を
有
効
に
利

用
し
て
配
慮
し
て
く
れ
て
い
る
の
は
素
晴

ら
し
い
も
の
で
あ
り
、
毎
回
感
謝
し
て
お

り
ま
す
。
お
か
げ
様
で
京
都
大
阪
ま
た
富

土
、
伊
豆
、
東
京
と
、
多
彩
な
旅
行
も
絶

大
な
楽
し
み
と
し
て
心
に
残
っ
て
お
り
ま

す
。

　

宗
務
所
の
担
当
者
に
は
企
画
に
際
し
、

大
変
な
御
苦
労
を
お
か
け
し
て
居
る
と
思

い
ま
す
。
飛
行
機
で
の
全
行
程
も
あ
り
ま

し
た
し
、
バ
ス
で
の
全
行
程
も
日
程
を
フ

ル
に
活
用
し
て
お
り
、
我
々
参
加
者
は
充

実
感
を
味
わ
い
感
謝
の
念
で
い
っ
ぱ
い
で

す
。
今
後
も
秋
田
県
宗
務
所
の
皆
様
に
は

頑
張
っ
て
い
た
だ
き
、
こ
の
研
修
会
を
盛

り
上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
私
達
も
期
待
に
こ
た
え
る
様
に
日
々

修
行
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
一
同
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
た
御

世
話
に
な
り
ま
す
。
本
当
に
宗
務
所
様
、

旅
行
社
に
は
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

本
山
研
修
会
旅
行
に
参
加
し
て

清
松
寺
護
持
会
副
会
長
　
米
谷
　
久
征

　

平
成
29
年
10
月
３
日
よ
り
３
泊
４
日
の

日
程
で
の
曹
洞
宗
秋
田
事
務
所
第
49
回
檀

信
徒
研
修
会
が
行
わ
れ
、
ご
縁
に
恵
ま
れ

参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
早
朝
の
出
発

で
準
備
は
し
て
い
ま
し
た
が
、
何
か
と
心

配
で
バ
ス
で
出
発
す
る
ま
で
の
間
、
待
合

場
所
で
何
人
か
の
顔
見
知
り
の
方
々
と
会

い
気
持
も
楽
に
な
り
バ
ス
に
乗
り
こ
み
ま

し
た
。
長
い
バ
ス
の
旅
で
し
た
が
語
り
合

い
な
が
ら
楽
し
く
移
動
で
き
、
予
定
通
り

永
平
寺
に
到
着
し
ま
し
た
。
ご
本
山
は
何

回
か
来
て
い
ま
す
が
、
空
気
感
が
違
い
自

然
に
気
持
も
引
き
締
ま
り
、
程
良
い
緊
張

感
を
持
っ
て
開
講
式
に
参
加
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。「
五
観
の
偈
」
を
読
み
上
げ
、

薬
石
を
頂
く
事
が
出
来
、
厳
粛
な
気
持
ち

で
の
体
験
は
他
で
は
学
ぶ
こ
と
の
出
来
な

い
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
大
講
堂

で
の
夜
坐
で
は
雲
水
さ
ん
の
よ
う
に
挫
蒲

を
用
い
て
、
足
の
組
み
方
・
手
の
組
み
方

等
の
教
え
を
受
け
、
姿
勢
を
正
し
心
静
か

に
座
禅
に
む
か
い
、
自
分
を
見
つ
め
直
す

機
会
で
も
有
り
又
、
気
を
与
え
て
頂
き
た

く
合
掌
し
て
警
策
を
受
け
、
活
力
入
っ
た

気
持
ち
に
な
り
有
難
か
っ
た
で
す
。

　

又
、「
永
平
寺
の
一
年
」
の
映
像
を
見

て
、
雲
水
さ
ん
の
目
的
を
持
っ
た
、
無
駄

の
無
い
修
行
の
厳
し
さ
に
感
銘
を
受
け
ま

し
た
。
そ
の
後
、
雲
水
さ
ん
の
教
え
通
り

入
浴
や
布
団
敷
き
し
て
、
早
め
に
皆
さ
ん

眠
り
に
つ
き
ま
し
た
。
翌
朝
は
４
時
30
分

か
ら
の
法
話
、
朝
の
お
勤
め
、
先
祖
の
供

養
を
し
て
頂
き
、
大
講
堂
で
の
閉
講
式
で

修
了
証
を
頂
く
事
が
出
来
ま
し
た
。
厳
粛

な
気
持
で
学
ぶ
こ
と
は
、
本
山
研
修
会
で

な
い
と
中
々
体
験
出
来
な
い
事
だ
と
素
直

な
気
持
で
何
か
得
を
し
た
様
な
す
が
す
が

し
い
朝
で
し
た
。

　

２
日
目
は
京
都
市
内
観
光
で
し
た
が
、

市
内
ま
で
４
時
間
を
要
し
清
水
寺
迄
の
道

路
は
大
渋
滞
で
し
た
。
順
番
を
変
更
し
て

京
都
国
立
博
物
館
の
開
館
１
２
０
周
年
記

念
「
特
別
展
覧
会
・
国
宝
」
を
見
学
し
ま

し
た
。
特
に
運
慶
や
雪
舟
を
期
待
し
て
い

し
た
が
、
開
館
２
日
目
で
人
も
多
く
、
頭

越
し
や
人
と
人
と
の
合
間
か
ら
で
な
い
と

見
え
ず
、
中
で
も
「
観
音
猿
鶴
図
」
は
混

雑
し
て
い
て
「
鶴
が
姿
無
き
子
を
探
す
表

情
」
を
ゆ
っ
く
り
鑑
賞
出
来
ず
、
心
残
り

も
あ
り
ま
し
た
。又
清
水
寺
も
人
、人
、人
、

工
事
中
で
も
有
り
人
混
み
の
中
大
変
で
し

た
。
予
定
時
間
よ
り
１
時
間
半
位
遅
れ
て

の
ホ
テ
ル
到
着
。
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
で
京

都
の
知
人
が
10
年
ぶ
り
に
会
い
に
来
て
く

れ
、
そ
の
後
の
会
食
に
は
参
加
出
来
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

３
日
目
は
智
積
院
見
学
に
始
ま
り
京
都

御
所
を
拝
観
し
て
、
京
都
か
ら
片
山
津
温

泉
ま
で
直
行
、
最
後
の
夜
の
全
員
で
の
懇

親
会
は
、
色
々
は
道
中
の
楽
し
い
語
り
合

い
や
、
カ
ラ
オ
ケ
や
演
舞
、
参
加
女
性
有

志
で
の
踊
り
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
来

年
度
の
本
山
研
修
は
50
回
目
と
の
こ
と

で
、
全
員
体
に
気
を
付
け
て
再
会
す
る
事

を
祈
念
し
、
閉
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

４
日
目
は
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。
和
尚

様
方
、
各
々
の
お
寺
様
で
仏
事
に
親
し
ん

で
い
る
皆
様
方
と
一
緒
に
、
道
元
禅
師
様

の
教
え
が
息
づ
く
永
平
寺
様
で
の
本
山
研

修
会
を
含
む
旅
の
中
を
「
心
に
豊
か
さ
を

持
っ
て
」
楽
し
く
過
ご
し
た
事
に
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
健
康
で
再
会
出
来

ま
す
日
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
今
研
修
会
を
企
画
下
さ
い
ま

し
た
秋
田
県
宗
務
所
長
初
め
お
世
話
頂
い

た
関
係
者
の
皆
様
、
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し

た
。

右から２人目が筆者

京都国立博物館
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�

四
回
の
仏
教
講
座
に
参
加
し
て�

青
少
年
教
化
委
員
　
布
教
部
　
戸
澤
　
広
悦

　

布
教
部
員
を
拝
命
し
二
年
目
の
今
年

度
。
昨
年
一
年
間
は
、
自
分
に
と
っ
て
は

布
教
部
と
し
て
の
活
動
を
勉
強
す
る
期
間

で
あ
り
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
自
分
な
り

に
出
来
る
事
を
模
索
・
試
行
し
な
が
ら
活

動
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

秋
田
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
を
会
場
と
し
て
行

わ
れ
た
第
一
回
目
の
仏
教
講
座
で
は
、
受

付
を
担
当
い
た
し
ま
し
た
。
会
場
内
で
進

行
さ
れ
る
行
事
と
は
別
に
、「
僧
侶
と
話

が
し
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
年
配
の
女
性

と
、
十
分
程
受
付
担
当
数
名
で
お
話
を
し

ま
し
た
。
僧
侶
と
話
を
す
る
機
会
を
日
常

に
お
い
て
常
に
欲
し
て
い
た
ご
様
子
で
、

後
の
反
省
会
に
お
い
て
「
仏
教
講
座
内
で

僧
侶
と
話
を
す
る
時
間
を
増
や
せ
な
い
も

の
か
」
と
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
様
々

な
意
見
交
換
が
出
来
た
こ
と
は
良
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　

二
回
目
の
仏
教
講
座
で
は
、「
修
行
僧

と
同
じ
よ
う
な
本
格
的
な
坐
禅
を
し
て
み

た
い
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
、

受
講
者
の
方
た
ち
に
作
法
に
則
り
坐
禅
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
約
二
十
分
で
し

た
が
、
昨
年
か
ら
布
教
部
内
で
実
現
さ
せ

た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
で
し
た
の
で
、

成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま

す
。

　

野
外
研
修
で
は
、三
種
町
の
鳳
来
院
様
、

八
峰
町
の
松
源
院
様
を
拝
観
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
の
時
、
秋
田
市
内
の
寺

院
巡
り
が
好
き
な
親
友
に
声
を
か
け
た
と

こ
ろ
、
母
娘
で
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
非

常
に
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
松
源
院

方
丈
様
に
お
薦
め
い
た
だ
い
た
「
白
瀑
神

社
」
に
行
け
た
事
も
、
研
修
に
一
つ
彩
を

添
え
る
事
が
出
来
た
と
思
い
ま
す
。

　

四
回
目
の
仏
教
講
座
で
の
茶
話
会
。
受

講
者
の
方
か
ら
様
々
な
ご
意
見
を
頂
戴
し

ま
し
た
。
布
教
部
の
反
省
会
の
中
で
出
た

課
題
に
近
い
ご
意
見
や
、
次
は
こ
の
よ
う

な
事
を
し
て
み
た
い
と
い
う
、
布
教
部
内

で
の
話
し
合
い
で
出
た
意
見
に
近
い
ご
要

望
も
あ
り
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
四
回
の
仏
教
講
座
を
通
し
て

出
た
課
題
、
御
意
見
を
活
か
し
な
が
ら
、

布
教
部
員
と
し
て
来
年
度
も
取
り
組
ん
で

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
受
講
者

の
方
々
が
持
っ
て
お
ら
れ
る
疑
問
・
質
問

に
一
つ
で
も
多
く
お
答
え
で
き
る
よ
う
、

日
々
勉
強
・
研
鑽
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

禅
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ナ
ー

　
仏
教
講
座

講座風景

修了書授与

講座風景

講座風景
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野
外
研
修

�

野
外
研
修
に
参
加
し
て

�

秋
田
市
　
長
谷
川
京
子

　

天
候
の
変
化
が
気
に
な
る
秋
の
吉
日
。

　

駐
車
場
か
ら
受
付
の
あ
る
禅
セ
ン
タ
ー

に
向
か
う
間
に
参
加
者
で
あ
ろ
う
方
々
と

朝
の
挨
拶
を
交
わ
し
あ
う
。
そ
れ
だ
け
で

心
に
陽
が
射
す
様
な
明
る
い
気
分
に
な
り

ま
す
。

　

今
回
の
野
外
研
修
で
は
三
種
町
・
萬
松

山
鳳
来
院
と
八
峰
町
・
龍
峰
山
松
源
院
を

訪
ね
ま
し
た
。

　

友
人
も
と
て
も
こ
の
日
を
楽
し
み
に
し

て
い
た
の
で
バ
ス
の
中
は
終
始
た
わ
い
の

な
い
お
喋
り
に
は
な
が
さ
き
、
目
的
地
に

つ
い
た
頃
に
は
「
あ
れ
、も
う
着
い
た
？
」

と
言
う
感
じ
で
し
た
。

　
鳳
来
院

　

木
戸
風
の
門
を
く
ぐ
る
と
歴
史
を
感
じ

る
大
き
く
て
高
い
屋
根
の
本
堂
。
そ
れ
は

圧
倒
的
な
存
在
感
を
出
し
て
い
ま
し
た
。

　

中
に
入
り
古
い
歴
史
を
紐
解
い
て
ご
説

明
を
受
け
る
中
、私
が
気
に
な
っ
た
の
は
、

は
め
込
み
天
蓋
で
し
た
。

　

本
能
寺
様
式
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
天
井

に
は
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
目
が
合
う
竜
が

画
か
れ
て
い
て
、
こ
の
天
井
と
同
様
の
作

り
の
物
を
信
長
が
見
た
の
か
と
思
う
と
少

し
興
奮
致
し
ま
し
た
。

　

木
製
の
螺
旋
階
段
を
上
る
と
羅
漢
像
が

並
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
十
六
羅
漢
像
を
拝

み
な
が
ら
一
体
一
体
お
顔
が
違
う
の
で
自

分
の
お
気
に
入
り
を
探
し
て
楽
し
み
ま
し

た
。

　

バ
ス
は
軽
快
に
次
の
目
的
地
ま
で
運
ん

で
く
れ
ま
す
。

　

旧
料
亭
金
勇
に
到
着
し
た
頃
は
お
腹
も

丁
度
よ
く
空
い
て
一
層
お
昼
ご
飯
が
楽
し

み
に
な
り
ま
し
た
。

　

金
勇
は
天
然
秋
田
杉
を
た
っ
ぷ
り
使
っ

た
贅
沢
で
上
品
な
建
物
で
す
。
一
つ
一
つ

の
部
屋
か
ら
美
し
い
庭
を
眺
め
て
食
事
を

楽
し
み
な
が
ら
、
密
会
密
談
が
あ
っ
た
ろ

う
と
、
部
屋
の
空
気
か
ら
今
も
少
し
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
全
面
杢
天
井
板
を
卍

型
に
配
し
た
格
天
井
が
見
所
の
大
広
間

で
、
お
弁
当
を
頂
い
た
り
向
か
い
合
っ
た

参
加
者
の
方
と
、
床
の
間
に
飾
っ
て
あ
る

花
器
や
掛
け
軸
に
一
緒
に
感
激
し
た
り
し

て
楽
し
い
お
昼
と
な
り
ま
し
た
。

　
松
源
院

　

山
門
か
ら
本
堂
へ
進
む
ま
で
に
、
梵
鐘

の
す
す
払
い
と
し
て
有
名
な
鐘
楼
、
子
宝

の
子
育
地
蔵
尊
、表
情
豊
か
な
六
地
蔵
尊
、

揚
柳
観
音
像
が
私
達
を
迎
え
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

　

本
堂
に
は
豪
華
な
観
音
堂
、
可
愛
ら
し

い
お
地
蔵
様
が
所
狭
し
と
並
ん
で
い
る
地

蔵
堂
が
あ
り
、
位
牌
堂
、
霊
骨
堂
に
も
静

寂
の
中
、
美
し
く
仏
様
、
菩
薩
様
が
鎮
座

し
て
お
り
ま
し
た
。
中
で
も
位
牌
堂
に
お

ら
れ
た
千
手
観
音
像
に
は
、
し
ば
し
見
惚

れ
て
し
ま
う
程
で
し
た
。
一
本
一
本
の
手

先
が
今
に
も
動
き
だ
し
優
し
く
悩
む
人
の

心
を
憐
れ
み
、
手
を
差
し
出
し
て
く
だ
さ

る
様
に
見
え
た
の
で
す
。

　

ど
ち
ら
の
お
寺
で
も
休
憩
に
と
温
か
い

鳳来院本堂

鳳来院ご住職様からご説明を受ける

鳳来院様の本能寺様式の天井

松源院様にて
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お
茶
や
お
菓
子
の
心
の
こ
も
っ
た
お
も
て

な
し
を
受
け
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
と
交
流

を
深
め
る
事
も
出
来
ま
し
た
。

　

運
転
手
さ
ん
の
華
麗
な
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ

テ
ク
ニ
ッ
ク
の
お
陰
で
、
時
間
に
す
こ
し

余
裕
も
出
来
た
為
、
急
遽
白
瀑
神
社
ま
で

足
を
伸
ば
す
事
と
な
り
ま
し
た
。
バ
ス
を

降
り
霧
雨
の
中
、
ブ
ナ
の
木
々
に
守
ら
れ

な
が
ら
少
し
行
く
と
す
ぐ
に
そ
れ
は
現
れ

ま
し
た
。

　

滝
修
行
に
も
利
用
さ
れ
る
日
本
で
唯
一

み
こ
し
と
一
緒
に
滝
浴
び
も
出
来
る
涼
気

漂
う
神
が
か
っ
た
、
滝
が
。
行
く
先
々
で

記
念
写
真
を
撮
っ
て
い
た
の
で
も
ち
ろ
ん

こ
ち
ら
で
も
パ
チ
リ
。

　

バ
ス
へ
と
戻
る
道
で
見
た
こ
と
の
な
い

実
が
落
ち
て
い
る
の
に
気
づ
き
何
だ
ろ
う

と
手
に
し
て
い
た
ら
「
そ
れ
、
と
ち
の
実

よ
。」
と
参
加
者
の
お
一
方
が
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。
ブ
ナ
や
も
み
の
木
の
間
に
と

ち
の
木
や
胡
桃
の
木
が
高
々
と
風
に
靡
き

そ
こ
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。

　

研
修
に
参
加
し
て
私
が
感
じ
た
事
は
、

昨
今
、高
齢
化
や
人
口
減
少
化
に
よ
っ
て
、

お
墓
離
れ
お
寺
離
れ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
人
が
繋
が
り
と
触
れ
合
う
事
を
大
切

に
し
、
変
わ
ら
ず
に
在
る
物
へ
の
感
謝
を

忘
れ
な
け
れ
ば
、
た
く
さ
ん
の
学
び
の
機

会
を
得
る
事
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
事
で
す
。

　

お
寺
を
も
っ
と
近
く
に
感
じ
、
共
に
生

き
る
。
そ
う
す
る
事
で
人
生
が
よ
り
一
層

深
ま
り
を
も
つ
の
で
は
？　

ふ
と
、
そ
ん

な
事
を
感
じ
な
が
ら
帰
路
に
つ
い
て
い
ま

し
た
。

仏
教
講
座
「
野
外
研
修
」�

　
　
　
　
　
に
参
加
し
て

�
秋
田
市
　
今
野
由
紀
子

　

九
月
中
旬
か
ね
て
か
ら
念
願
で
あ
り
ま

し
た
、
大
本
山
「
永
平
寺
」
を
訪
れ
ま
し

た
。
七
五
〇
年
の
歴
史
の
深
さ
と
建
造
物

に
、
驚
き
と
感
動
を
胸
に
帰
秋
し
ま
し
た

が
、
興
奮
冷
め
や
ら
ぬ
十
月
二
日
に
「
野

外
研
修
」
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

仏
教
に
関
し
て
の
勉
強
不
足
が
あ
り
な
が

ら
、
ベ
テ
ラ
ン
の
皆
様
の
後
を
付
い
て
行

こ
う
と
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
三
台
に
分
乗
し

て
出
発
し
ま
し
た
。

　

最
初
の
目
的
地
は
三
種
町
に
あ
り
ま
す

「
鳳
来
院
」
で
資
料
を
拝
読
し
ま
す
と
、

数
百
年
の
歴
史
あ
る
寺
院
で
し
た
。
本
堂

は
現
存
で
は
最
古
の
建
築
だ
そ
う
で
、
そ

れ
程
の
寺
院
を
拝
観
出
来
た
事
大
変
勉
強

に
な
り
ま
し
た
。
改
築
さ
れ
た
と
い
う
お

位
牌
堂
の
数
の
多
さ
と
広
さ
に
も
驚
き
ま

し
た
が
、三
種
町
の
発
展
を
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
一
度
訪
ね
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
し
た
金
勇
さ
ん
に
案
内
し
て
頂
き
大
変

嬉
し
か
っ
た
で
す
。
大
広
間
の
素
晴
し
い

天
井
の
下
で
の
食
事
は
格
別
な
も
の
で
し

た
。
二
度
と
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
と
云
わ

れ
て
い
る
建
築
、
末
長
く
保
存
し
て
も
ら

い
た
い
も
の
で
す
。
静
か
で
美
し
い
庭
園

を
写
真
に
収
め
、
次
の
八
森
「
松
源
院
」

に
向
か
い
ま
し
た
。

　

山
を
背
に
広
々
と
し
た
敷
地
に
堂
々
と

建
っ
て
い
る
寺
院
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と

本
堂
の
広
さ
に
も
驚
き
ま
し
た
。
廻
り
に

並
ん
で
い
る
仏
像
は
大
変
古
く
て
由
緒
あ

る
も
の
だ
そ
う
で
す
。
大
変
貴
重
な
た
く

さ
ん
の
仏
像
を
拝
観
さ
せ
て
頂
き
幸
せ
を

感
じ
ま
し
た
。
本
堂
後
方
に
奥
行
六
間
、

間
口
二
十
五
間
と
い
う
お
位
牌
堂
に
は
何

千
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
事
で
し
ょ

う
。
県
内
屈
指
の
お
位
牌
堂
だ
そ
う
で
す

が
、
こ
れ
程
の
寺
院
が
県
内
に
存
在
す
る

こ
と
を
知
っ
た
だ
け
で
も
本
当
に
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。

　

御
住
職
様
の
お
経
に
手
を
合
わ
せ
心
が

洗
わ
れ
る
思
い
で
し
た
。
ご
挨
拶
で
は
こ

ん
な
に
多
勢
で
い
ら
し
て
頂
い
て
驚
い
て

い
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
私
達
こ

そ
こ
の
よ
う
な
立
派
な
寺
院
を
拝
観
さ
せ

て
頂
き
大
変
有
難
く
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。心
よ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

白
瀑
の
滝
は
お
祭
り
の
際
テ
レ
ビ
な
ど

で
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

　

ど
ち
ら
の
寺
院
も
秋
田
市
内
の
お
寺
さ

ま
と
の
つ
な
が
り
も
あ
る
事
を
知
り
も
っ

と
勉
強
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
素
晴
し
い
「
野
外
研
修
」
の

行
程
を
企
画
し
て
下
さ
い
ま
し
た
禅
セ
ン

タ
ー
の
御
住
職
の
皆
様
に
は
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

　

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

合
掌

松源院様の千手観音像

松源院様の位牌堂
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（
全
国
人
権
主
事
研
修
会
報
告
）

　

平
成
29
年
９
月
25
日
～
27
日
の
日
程
で

「
狭
山
事
件
に
関
し
て
」
の
全
国
人
権
擁

護
推
進
主
事
研
修
会
が
開
催
さ
れ
、
参
加

し
て
き
ま
し
た
。

　
「
狭
山
事
件
」
は
昭
和
38
年
５
月
１
日

に
埼
玉
県
狭
山
市
で
起
こ
っ
た
女
子
高
生

が
誘
拐
さ
れ
殺
害
さ
れ
た
事
件
で
す
。
逮

捕
さ
れ
た
の
は
、
当
時
24
歳
だ
っ
た
石
川

一
雄
さ
ん
で
し
た
。
こ
の
事
件
で
の
石
川

さ
ん
の
無
罪
を
訴
え
、
活
動
し
て
き
た

方
々
か
ら
報
告
を
伺
い
、
ま
た
、
調
書
に

書
か
れ
た
本
人
の
行
動
を
実
際
に
歩
い
て

た
ど
る
こ
と
で
、そ
の
矛
盾
か
ら
何
故「
え

ん
罪
」な
の
か
を
実
感
す
る
研
修
で
し
た
。

　

事
件
の
発
端
は
、
犯
人
か
ら
当
日
の
夜

に
自
宅
へ
、
身
代
金
20
万
円
を
要
求
す
る

脅
迫
状
が
届
け
ら
れ
る
事
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
家
族
は
埼
玉
県
警
に
通
報
し
、
翌
２

日
深
夜
、
身
代
金
の
受
け
渡
し
場
所
に
指

定
さ
れ
た
場
所
に
検
察
官
40
人
が
張
り
込

み
、
現
場
に
現
れ
た
犯
人
を
逮
捕
し
よ
う

と
し
ま
す
が
、
取
り
逃
が
し
て
し
ま
い
ま

す
。
３
日
早
朝
か
ら
警
察
は
山
狩
り
捜
査

を
開
始
し
、
翌
４
日
午
前
10
時
に
農
道
に

埋
め
ら
れ
た
被
害
者
の
遺
体
を
発
見
し
ま

す
。

　

当
時
、東
京
で
起
き
た
「
吉
展
ち
ゃ
ん
」

誘
拐
殺
人
事
件
で
も
犯
人
を
取
り
逃
が
し

た
警
察
の
相
次
ぐ
失
態
は
、
大
問
題
と
な

り
国
会
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
厳
し
い
非

難
を
受
け
警
察
庁
長
官
が
引
責
辞
任
し
ま

す
。
警
察
は
多
数
の
捜
査
員
を
投
入
し
た

県
警
始
ま
っ
て
以
来
の
大
捜
査
体
制
を
し

き
ま
す
が
、
捜
査
は
難
航
し
ま
す
。
５
月

11
日
に
、
遺
体
発
見
現
場
よ
り
１
５
０

メ
ー
ト
ル
圏
内
の
麦
畑
（
以
前
に
徹
底
し

た
山
狩
り
捜
査
が
行
わ
れ
た
場
所
）
で
遺

体
遺
棄
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
ス

コ
ッ
プ
が
見
つ
か
り
、
近
所
の
養
豚
場
の

物
だ
と
警
察
発
表
な
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
よ

り
、
こ
の
被
差
別
部
落
出
身
者
が
経
営
す

る
養
豚
場
の
関
係
者
を
中
心
に
、
狭
山
市

内
の
２
つ
の
被
差
別
部
落
に
捜
査
が
集
中

し
て
行
わ
れ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
５
月
23
日
、
そ
の
養
豚
場
で
２

月
ま
で
働
い
て
い
た
被
差
別
部
落
の
石
川

一
雄
さ
ん
が
「
傷
害
・
暴
行
・
窃
盗
」
等

の
容
疑
で
別
件
逮
捕
さ
れ
ま
す
。（
誘
拐

殺
人
事
件
と
結
び
つ
け
る
直
接
の
証
拠
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。）
23
日
の
日
経
新

聞
は
「
決
め
手
を
欠
く
逮
捕
」
と
報
じ
ま

す
が
、
翌
24
日
の
埼
玉
新
聞
は
「
確
証
ぞ

く
ぞ
く
あ
が
る
＝
押
収
し
た
地
下
タ
ビ
現

場
足
跡
と
ほ
ぼ
一
致
・
ポ
リ
グ
ラ
フ
に
強

い
反
応
・
筆
跡
鑑
定
は
ク
ロ
＝
自
供
は
時

間
の
問
題
」
と
警
察
発
表
を
報
じ
ま
す
。

　

石
川
さ
ん
は
逮
捕
後
、
25
日
以
上
に
も

わ
た
っ
て
取
り
調
べ
を
受
け
ま
す
が
、
事

件
と
の
関
与
を
否
定
し
自
白
も
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
警
察
は
有
効
な
証
拠
を
得
ら
れ

な
い
ま
ま
で
、
６
月
14
日
の
産
経
新
聞
で

は
『
証
拠
の
な
い
「
見
込
み
捜
査
」』
と

報
じ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

警
察
は
拘
留
期
限
が
近
づ
い
た
６
月
17

日
、
保
釈
直
後
に
再
逮
捕
し
て
狭
山
近
隣

の
川
越
警
察
署
の
分
室
に
身
柄
を
移
し

て
、
取
り
調
べ
を
継
続
し
ま
す
。
当
時

使
っ
て
い
な
か
っ
た
分
室
に
一
人
だ
け
拘

留
し
、「
特
設
の
取
調
室
」
で
聴
取
を
行

い
ま
す
。「
自
白
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
警

察
の
意
志
が
伺
え
る
異
例
の
対
応
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

石
川
さ
ん
が
逮
捕
さ
れ
る
と
新
聞
の
中

に
は
、
石
川
さ
ん
を
犯
人
と
決
め
つ
け
た

報
道
が
始
ま
り
ま
す
。「
乱
暴
者
の
土
工
」

「
常
識
外
の
異
常
性
格
」
な
ど
と
人
格
へ

の
中
傷
、
さ
ら
に
石
川
さ
ん
の
住
む
被
差

別
部
落
を
「
特
殊
地
区
」「
犯
罪
の
温
床
」

と
誹
謗
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
差
別
意

識
を
あ
お
る
内
容
の
も
の
ま
で
現
れ
ま

す
。
地
域
住
民
の
中
に
は
「
あ
ん
な
事
を

す
る
の
は
部
落
に
違
い
な
い
」
と
い
う
差

別
意
識
が
露
骨
に
現
れ
た
様
子
の
記
事
も

出
て
き
ま
す
。

　

石
川
さ
ん
は
、
弁
護
士
と
の
接
見
も
制

約
さ
れ
る
中
、
約
１
ヶ
月
間
否
認
を
し
ま

し
た
が
、「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
段
」
で

自
白
を
迫
ら
れ
、
６
月
20
日
に
犯
行
を
認

め
る
自
白
を
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

後
日
の
石
川
さ
ん
の
証
言
で
は
、
調
査

官
の
刑
事
が
「
自
白
し
な
く
て
も
、
盗
み

人
権
コ
ー
ナ
ー

　
「
環
境
の
ゆ
が
み
が
生
ん
だ
犯
罪
…
…
用
意
さ
れ
た
悪
の
温
床
」

石
川
の
住
む
「
特
殊
地
区
」
に
は
毎
年
学
校
か
ら
も
放
任
さ
れ
て
い
る
生
徒
が
10
人
位
い
る

と
い
う
…
こ
ん
ど
の
事
件
の
捜
査
の
過
程
で
同
じ
よ
う
な
犯
罪
を
お
か
す
危
険
性
を
持
つ
多

数
の
若
者
達
の
存
在
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。　

�
�（

５
月
23
日
付　

埼
玉
新
聞
）

　
「
犯
罪
の
温
床
○
丁
目
部
落
…
…
Ｙ
さ
ん
殺
し
の
背
景
」

Ｙ
さ
ん
の
死
体
が
、
○
丁
目
に
近
い
麦
畑
で
見
つ
か
っ
た
と
き
、
狭
山
の
人
た
ち
は
異
口
同

音
に
「
犯
人
は
あ
の
区
域
だ
。」
と
断
言
し
た
。�

�（
６
月
24
日
付　

東
京
新
聞
）

　

石
川
の
こ
と
を
取
材
し
て
い
る
と
他
の
部
落
の
者
は
、「
あ
そ
こ
は
…
…
」
と
変
に
指
を

出
す
。
違
う
部
落
だ
か
ら
、
そ
ん
な
犯
罪
を
お
か
す
の
も
当
然
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
だ
。
こ

ん
な
に
差
別
意
識
が
強
い
も
の
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
逆
に
こ
ち
ら
は
「
何
を
い
う
か
」
と

い
う
気
に
な
っ
て
、
同
情
す
る
気
持
ち
に
な
っ
て
き
た
。�

（
７
月
８
日
号　

週
刊
文
春
）
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や
脅
し
な
ど
の
別
件
だ
け
で
、
10
年
以
上

は
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
る
。
自
白
す
れ
ば

10
年
で
出
し
て
や
る
。
こ
れ
は
男
と
男
の

約
束
だ
」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
を
信
じ
、
さ

ら
に
『
自
宅
か
ら
押
収
さ
れ
た
地
下
タ
ビ

が
兄
の
も
の
で
あ
る
こ
と
』『
被
害
者
の

万
年
筆
が
自
宅
か
ら
出
て
き
た
事
』
で
兄

の
犯
行
だ
と
思
い
込
み
、
兄
を
か
ば
う
つ

も
り
で
自
白
し
た
と
話
し
て
い
ま
す
。

　

９
月
に
始
ま
っ
た
１
審
の
裁
判
は
十
分

な
証
拠
調
べ
も
さ
れ
ず
、
５
ヶ
月
、
実
質

11
回
の
公
判
で
終
わ
り
、
翌
年
３
月
11
日

に
浦
和
地
裁
で
「
死
刑
」
判
決
が
で
ま
す
。

石
川
さ
ん
は
刑
事
と
の
「
約
束
」
を
信
じ
、

１
審
の
法
廷
で
は
罪
状
を
否
認
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
よ
っ
て
虚
偽
自
白
の
真
相
も
明

ら
か
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
東
京
拘
置

所
に
移
さ
れ
て
か
ら
他
の
死
刑
囚
と
話
す

中
で
、
騙
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
２
審

第
１
回
公
判
で
「
無
実
」
を
主
張
し
ま
す
。

部
落
差
別
と
貧
困
の
為
に
小
学
校
に
十
分

に
行
け
ず
、
読
み
書
き
が
出
来
な
か
っ
た

本
人
は
、
獄
中
で
字
を
勉
強
し
、
手
紙
を

書
き
「
無
実
」
の
訴
え
を
始
め
ま
し
た
。

　

そ
の
訴
え
は
、
支
援
団
体
に
伝
わ
り
、

部
落
差
別
ゆ
え
の
「
え
ん
罪
」
が
引
き
起

こ
さ
れ
た
こ
と
を
確
信
し
、
全
国
的
な
支

援
活
動
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
支
援
の
輪
は

部
落
解
放
同
盟
か
ら
労
働
組
合
・
市
民
に

広
が
り
ま
す
。
昭
和
49
年
９
月
26
日
の
公

判
で
の
石
川
さ
ん
の
最
終
意
見
陳
述
に
は

「
無
罪
判
決
」
を
求
め
、
10
万
人
を
超
え

る
人
た
ち
が
集
ま
り
、
日
比
谷
公
園
が
埋

め
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
東
京
高
裁
は
弁
護
側
の
請
求

し
た
現
場
検
証
・
証
人
尋
問
を
棄
却
し
ま

す
。
同
年
10
月
31
日
に
「
無
期
懲
役
」
判

決
が
出
さ
れ
ま
す
。
弁
護
側
は
上
告
し
、

鑑
定
書
な
ど
の
新
証
拠
を
提
出
し
ま
す

が
、
事
実
調
べ
も
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
昭

和
52
年
８
月
９
日
に
最
高
裁
判
所
は
弁
護

側
の
上
告
を
棄
却
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り

東
京
高
裁
で
の
２
審
「
無
期
懲
役
」
判
決

が
確
定
さ
れ
、
石
川
さ
ん
は
千
葉
刑
務
所

に
収
監
さ
れ
ま
す
。
再
審
請
求
す
る
も
、

昭
和
60
年
８
月
に
第
１
次
再
審
請
求
特
別

抗
告
は
棄
却
さ
れ
ま
す
。

　

支
援
団
体
の
さ
ら
な
る
要
請
行
動
が
盛

り
上
が
り
を
見
せ
る
中
、
第
２
次
再
審
請

求
中
の
平
成
６
年
12
月
21
日
、
石
川
さ
ん

は
仮
出
獄
し
ま
す
。
55
歳
に
な
り
31
年

７
ヶ
月
ぶ
り
に
故
郷
に
戻
り
ま
す
。「
え

ん
罪
が
晴
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」「
見
え

な
い
手
錠
が
か
か
っ
て
い
る
」
と
し
て
、

再
審「
無
罪
」を
訴
え
続
け
ま
す
。し
か
し
、

平
成
17
年
３
月
に
第
２
次
再
審
請
求
特
別

抗
告
が
棄
却
さ
れ
ま
す
。
第
１
次
・
第
２

次
再
審
で
は
、
東
京
高
裁
・
最
高
裁
は
事

実
調
べ
も
せ
ず
に
再
審
請
求
を
棄
却
し
ま

し
た
。
弁
護
側
は
無
実
の
新
証
拠
を
つ
ぎ

つ
ぎ
と
裁
判
所
に
提
出
し
、
平
成
18
年
５

月
に
第
３
次
再
審
請
求
を
申
し
立
て
て
い

ま
す
。（
現
在
進
行
中
）

　

石
川
さ
ん
を
有
罪
と
し
た
主
た
る
証
拠

は
、「『
脅
迫
状
』
の
筆
跡
」
が
石
川
さ
ん

と
同
一
だ
と
す
る
筆
跡
鑑
定
で
す
。
個
々

の
文
字
の
似
て
い
る
部
分
だ
け
を
比
較
し

た
鑑
定
結
果
は
恣
意
的
で
ズ
サ
ン
で
す
。

弁
護
側
は
多
数
の
專
門
家
に
よ
る
筆
跡
の

相
違
を
、
科
学
的
に
明
ら
か
に
し
た
鑑
定

書
を
新
証
拠
と
し
て
提
出
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
『
脅
迫
状
は
書
け
な
か
っ
た
』
こ

と
も
、
逮
捕
前
に
書
か
れ
た
上
申
書
、
取

り
調
べ
中
に
書
か
れ
た
図
面
の
文
字
か

ら
、
当
時
の
石
川
さ
ん
は
非
識
字
者
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　
『
脅
迫
状
作
成
に
関
わ
る
自
白
と
客
観

的
な
事
実
の
相
違
』も
判
明
さ
せ
ま
し
た
。

自
白
で
は
28
日
に
書
い
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
再
度
調
査
し
て
み
る
と
29
日
で
し

た
。
他
に
も
相
違
点
が
７
点
見
つ
か
り
、

石
川
さ
ん
に
書
い
た
も
の
で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
の
事
実
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　

被
害
者
の
も
の
と
さ
れ
る
『
万
年
筆
』

が
、
２
回
の
家
宅
捜
査
の
後
で
、
発
見
さ

れ
ま
す
。
発
見
に
先
立
つ
捜
査
に
携
わ
っ

た
刑
事
が
「
何
も
な
か
っ
た
」
と
証
言
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
被
害
者
が
当
日
ま
で

使
っ
て
い
た
も
の
と
違
う
イ
ン
ク
で
入
っ

て
い
ま
し
た
。
証
拠
と
な
る
の
か
疑
問
が

出
て
き
ま
す
。

　

身
代
金
を
取
り
に
き
た
現
場
の
足
跡

が
、
石
川
さ
ん
の
家
の
『
地
下
タ
ビ
』
で

で
き
た
と
す
る
有
罪
証
拠
も
、
弁
護
側
の

鑑
定
で
押
収
さ
れ
た
も
の
よ
り
大
き
な
サ

イ
ズ
の
も
の
で
で
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
足
跡
は
極
め
て
不
鮮

明
な
状
況
で
石
川
さ
ん
の
家
か
ら
押
収
し

た
も
の
で
で
き
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
到

底
出
来
な
い
こ
と
も
判
明
し
ま
す
。

　

他
に
も
「
最
初
に
発
見
さ
れ
た
ス
コ
ッ

プ
」
が
遺
体
を
埋
め
る
の
に
使
わ
れ
た
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
鑑
定
さ
れ
ま
す
。

　

自
白
か
ら
棄
て
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る

被
害
者
の
腕
時
計
と
さ
れ
て
い
る
も
の

が
、「
種
類
が
違
う
こ
と
」「
手
首
の
ま
わ

り
が
被
害
者
よ
り
細
い
人
が
使
っ
て
い
た

石川一雄さん　現在79歳

万年筆が発見された鴨居。復元さ
れた当時の石川家
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形
跡
が
あ
る
こ
と
」「
２
日
間
の
周
辺
捜

索
後
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
」
な
ど
が
判
明

し
ま
す
。

　

自
白
内
容
も
、「
犯
行
現
場
＝
血
痕
が

な
い
」「
遺
体
運
搬
＝
雨
で
ぬ
か
る
ん
だ

道
を
２
０
０
メ
ー
ト
ル
も
運
搬
す
る
こ
と

は
無
理
で
不
自
然
」「
遺
体
を
一
時
隠
す

方
法
と
し
て
芋
穴
に
逆
さ
吊
り
＝
痕
跡
な

し
」「
殺
害
方
法
＝
扼
殺
で
は
な
く
絞
殺
」

な
ど
客
観
的
な
事
実
と
異
な
る
も
の
で
し

た
。
石
川
さ
ん
の
自
白
は
、
遺
体
発
見
状

況
に
合
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
、
警
察
に
よ
っ

て
誘
導
さ
れ
た
「
虚
偽
自
白
」
で
あ
る
こ

と
の
事
実
が
明
ら
か
に
見
え
て
き
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
が
、
研
修
講
座
・
現
地
学
習

で
学
ん
だ
事
を
、
講
演
・
資
料
か
ら
ま
と

め
た
内
容
で
す
。石
川
さ
ん
は
当
時
の「
無

智
」
で
あ
っ
た
自
分
を
顧
み
て
、
自
分
を

取
り
戻
す
為
に
今
も
「
無
実
」
を
訴
え
る

戦
い
を
し
て
い
る
の
だ
と
、
私
に
は
思
え

ま
し
た
。

　

講
座
の
中
北
弁
護
士
は
、
検
察
官
の
証

拠
隠
し
が
一
般
化
し
て
い
る
現
状
を
憂
い

「
無
罪
の
証
明
に
役
立
つ
証
拠
隠
し
は
理

不
尽
で
不
正
義
」と
話
さ
れ
ま
し
た
。「
法

の
下
の
平
等
」
は
、
憲
法
で
守
ら
れ
て
い

る
と
実
感
で
き
る
今
日
で
あ
る
こ
と
は
難

し
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
石
川
さ
ん

の
「
見
え
な
い
手
錠
」
が
外
れ
る
日
が
早

く
訪
れ
る
事
を
祈
り
ま
す
。

（
東
北
管
区
人
権
啓
発
研
修
会
報
告
）

　

平
成
29
年
10
月
11
日
～
12
日
の
日
程
で

「
障
が
い
者
・
障
が
い
児
の
支
援
に
関
し

て
」
の
東
北
管
区
宗
務
所
役
職
員
等
啓
発

研
修
会
が
山
形
市
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

初
め
に
、
山
形
県
尾
花
沢
市
出
身
の
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
メ
ダ
リ
ス
ト
（
ト
リ
ノ
＝

バ
イ
ア
ス
ロ
ン
で
銅
、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
＝

ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
で
銀
、
ソ
チ

＝
日
本
選
手
団
旗
手
）
の
太
田
渉
子
さ
ん

を
講
師
に
「
障
が
い
平
等
研
修
」
を
受
け

ま
し
た
。

　

こ
の
研
修
は
「
障
が
い
と
は
」
を
自

身
に
問
い
か
け
、
ま
ず
は
自
分
で
回
答

し
、
そ
れ
を
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
所
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
私
は
「
同
じ
事
が
で
き

な
い
こ
と
、
違
う
こ
と
」
と
書
き
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
健
常
者
側
の
視
点
で
、
障
が

い
を
持
つ
ひ
と
側
か
ら
考
え
る
と
「
阻
む

（
こ
と
・
も
の
）・
阻
害
す
る
（
こ
と
・
も

の
・
人
・
考
え
）
に
な
る
の
で
は
。」
と

話
し
合
い
の
中
で
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
こ
の
視
点
で
「
車
い
す
の
人
が
こ

れ
か
ら
買
い
物
を
す
る
為
に
お
店
に
向
か

う
」
絵
を
見
て
、「
障
害
が
ど
こ
に
あ
る

か
」
を
探
し
付
箋
を
貼
り
、「
な
ぜ
障
害

な
の
か
」
を
話
し
合
い
障
害
に
つ
い
て
考

え
ま
し
た
。
視
点
が
変
わ
る
と
配
慮
し
想

像
で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
後
半

は
「
健
常
者
と
障
が
い
者
が
入
れ
替
わ
っ

た
社
会
」
の
ビ
デ
オ
か
ら
、
差
別
場
面
を

見
て
、「
な
に
が
差
別
か
、
な
ぜ
差
別
が

作
ら
れ
た
の
か
、
ど
う
解
決
す
る
の
か
」

を
グ
ル
ー
プ
で
分
析
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
し
た
。
互
い
の
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま

に
受
け
入
れ
、
自
然
に
気
遣
い
あ
え
る
社

会
・
環
境
を
作
る
為
の
学
習
と
実
践
が
必

要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

パ
ラ
リ
ン
ピ
ア
の
体
験
か
ら
「
人
と
人

と
の
繋
が
り
が
背
中
を
押
す
大
き
な
力
に

な
る
こ
と
」と
の
言
葉
に
共
感
し
ま
し
た
。

　

次
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
ジ
ェ
ン
ダ
山
形

の
児
玉
智
寿
子
さ
ん
よ
り
「
音
楽
に
よ
る

障
が
い
児
支
援
の
活
動
」の
報
告
で
し
た
。

音
楽
と
接
す
る
中
で
、
協
調
性
が
育
っ
て

い
く
様
子
が
紹
介
さ
れ
、
大
変
驚
き
ま
し

た
。
聞
く
事
が
苦
手
な
「
障
が
い
」
に
対

し
て
、音
楽
に
よ
っ
て
「
関
心
が
芽
生
え
」

「
楽
し
さ
を
知
り
」「
耳
＝
心
が
開
く
」
こ

と
が
実
践
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
『「
障
が
い
」を
個
性
と
考
え
ら
れ
る
か
』

が
、
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
病
気
や
怪
我
か

ら
の
・
老
化
に
よ
る
「
障
が
い
」
＝
「
不

自
由
」
は
誰
に
も
起
こ
る
こ
と
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
誰
も
が
「
夢
」
を
持

ち
、
か
な
え
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
が
実

感
で
き
る
よ
う
な
「
社
会
＝
繋
が
り
」
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
学
習
の
機
会
を
作

り
、学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

今
後
も
研
修
に
参
加
し
研
鑽
を
深
め
、

報
告
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
人
権
擁
護
推
進
主
事　

佐
藤
徳
祐
）

講師：中北龍太郎弁護士

グループ研修中：ワークショップの様子

左：太田渉子さん　右：児玉智寿子さん
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新
年
を
迎
え
た
こ
の
時
節
、
昨
年
の
こ
と
を
振
り
返
り
、
今
年
一
年
の

志
を
新
た
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
か
く
い
う
私
も
そ
の
一
人
で
す
。

　

昨
年
の
自
分
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
何
か
に
つ
け
時
間
に
追

わ
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
毎
日
が
と

て
も
忙
し
い
…
と
い
う
訳
で
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
私
の
未
熟
さ
か

ら
、
い
つ
も
あ
れ
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
次
は
、
こ
れ
も
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
…
と
、
目
の
前
の
や
る
べ
き
こ
と
を
さ
て
お
き
、
次
や
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　

お
釈
迦
様
は
、
こ
の
よ
う
に
お
示
し
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
行
い
が
親
切
で
あ
れ
。

　

何
も
の
で
も
分
か
ち
合
え
。

　

善
い
こ
と
を
実
行
せ
よ
。

　

そ
う
す
れ
ば
、
喜
び
に
み
ち
、
苦
悩
を
滅
す
で
あ
ろ
う
。

�

（
法
句
経
三
七
六
）

　

親
切
な
行
い
を
す
る
こ
と
も
、誰
か
と
物
や
心
を
分
か
ち
合
う
こ
と
も
、

相
手
の
こ
と
を
思
い
や
り
、
自
分
の
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
受
け
止
め
る
、

そ
う
い
っ
た
姿
勢
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
相
手
を
思
い
や
る
心
を
持
っ
て

相
手
に
寄
り
添
い
な
が
ら
行
う
行
為
は
、
善
い
行
い
と
な
る
の
で
す
。
そ

う
し
た
日
々
の
行
い
は
、
私
た
ち
の
生
活
を
苦
し
み
か
ら
離
れ
安
ら
ぎ
を

得
る
道
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

昨
年
最
後
の
日
で
あ
る
大
晦
日
、
こ
の
お
釈
迦
様
の
み
教
え
を
感
じ
さ

せ
て
い
た
だ
く
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　

毎
年
、
こ
の
日
、
珠
林
寺
で
は
、
お
檀
家
さ
ん
が
新
年
を
迎
え
る
の
に

あ
わ
せ
て
各
家
々
の
位
牌
場
に
鏡
餅
を
お
供
え
す
る
た
め
お
寺
に
お
参
り

さ
れ
ま
す
。
お
寺
の
玄
関
で
お
檀
家
さ
ん
か
ら
鏡
餅
を
受
け
取
り
、
住
職

や
私
が
そ
の
鏡
餅
を
各
家
々
の
位
牌
場
に
お
供
え
し
ま
す
。

　

住
職
と
一
緒
に
、
お
参
り
に
来
ら
れ
る
お
檀
家
の
み
な
さ
ん
の
応
対
を

し
て
い
ま
す
と
、
あ
る
お
檀
家
さ
ん
が
お
寺
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方

は
、
大
晦
日
の
数
日
前
に
も
お
寺
に
来
ら
れ
て
、
そ
の
方
の
ご
先
祖
様
が

お
寺
に
奉
納
さ
れ
た
仏
像
を
掃
除
さ
れ
て
い
た
方
で
す
。

「
和
尚
さ
ん
、
先
日
、
家
の
仏
様
掃
除
し
た
時
、
そ
の
仏
様
の
燭
台
を
家

思
い
や
り
の
そ
の
先
に

秋
田
県
宗
務
所
ネ
ッ
ト
法
話
〈
10
〉

珠
林
寺
副
住
職
　
鮎
　
川
　
義
　
寛
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に
持
っ
て
帰
っ
て
綺
麗
に
し
て
来
ま
し
た
。
今
日
は
、
他
の
場
所
の
燭
台

も
綺
麗
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
い
い
で
す
か
？
」

と
話
さ
れ
、
早
速
、
お
寺
の
各
所
に
あ
る
仏
様
の
前
の
燭
台
を
綺
麗
に
し

て
い
き
ま
す
。
詳
し
く
話
を
お
聞
き
す
る
と
、
先
日
、
お
寺
で
仏
様
の
掃

除
を
し
た
時
に
、
自
分
に
関
わ
り
の
あ
る
仏
様
だ
け
で
は
な
く
、
周
り
の

仏
様
も
同
じ
よ
う
に
綺
麗
に
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
な
の
で

す
。
有
り
難
い
と
思
い
な
が
ら
、
私
も
一
緒
に
そ
の
作
業
に
取
り
組
み
ま

す
。
二
人
で
世
間
話
を
し
な
が
ら
、
手
は
黙
々
と
動
か
し
て
作
業
に
励
み

ま
す
。
い
つ
の
間
に
か
会
話
も
止
ま
り
、
二
人
と
も
作
業
に
集
中
し
て
い

た
の
で
す
が
、
私
の
頭
の
中
は
、
ふ
と
、
次
は
鏡
餅
を
お
供
え
し
て
、
あ

そ
こ
も
掃
除
し
な
け
れ
ば
…
と
別
の
こ
と
を
考
え
始
め
て
い
ま
し
た
。
そ

の
時
、
お
檀
家
さ
ん
が
、

「
こ
の
燭
台
の
蝋
を
取
る
道
具
は
、
私
の
亡
く
な
っ
た
父
が
準
備
し
た
物

で
す
。」

と
話
さ
れ
た
の
で
す
。
お
檀
家
さ
ん
が
持
っ
て
き
て
く
れ
た
道
具
は
二
つ

あ
り
、私
も
そ
の
道
具
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。
一
つ
は
、

も
ん
じ
ゃ
焼
を
食
べ
る
時
に
使
う
よ
う
な
薄
い
ヘ
ラ
状
の
物
、
も
う
一
つ

は
、
そ
れ
よ
り
も
厚
み
が
あ
り
、
所
々
曲
が
り
の
あ
る
切
断
面
で
ど
こ
か

暖
か
み
の
あ
る
、
そ
し
て
、
造
り
の
し
っ
か
り
と
し
た
物
で
し
た
。
続
け

て
こ
う
話
さ
れ
ま
す
。

「
父
が
自
分
で
作
っ
た
の
か
、
誰
か
に
頼
ん
で
作
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
と
て
も
使
い
心
地
が
良
い
の
で
す
よ
。
こ
う
や
っ
て
燭
台
を
き
れ

い
に
掃
除
で
き
る
の
も
父
の
お
蔭
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
父
の
お
蔭
で
掃

除
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
…
有
り
難
い
も
の
で
す
ね
。」

私
は
、「
掃
除
を
さ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
に
ハ
ッ
と
し

ま
し
た
。
お
檀
家
さ
ん
の
お
蔭
で
、
燭
台
の
掃
除
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
た
は
ず
な
の
に
、
私
の
頭
の
中
は
、
そ
の
目
の
前
の
こ
と
に
向

か
わ
ず
に
別
の
こ
と
に
向
い
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た

時
、
恥
ず
か
し
い
と
い
う
思
い
が
こ
み
上
げ
る
と
同
時
に
、
そ
の
時
や
っ

と
、
自
分
の
目
の
前
に
あ
る
こ
の
作
業
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
二
人
で
作
業
を
終
わ
ら
せ
、
お
檀
家
さ
ん
が
帰
る
時
、

「
和
尚
さ
ん
、
一
緒
に
掃
除
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」

そ
う
話
さ
れ
た
お
顔
は
満
面
の
笑
顔
で
し
た
。
自
分
の
至
ら
な
さ
に
気
付

か
せ
て
い
た
だ
い
た
ひ
と
時
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
笑
顔
に
、
私
も

温
か
い
気
持
ち
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

お
寺
の
各
所
に
あ
る
燭
台
を
掃
除
し
て
く
だ
さ
っ
た
そ
の
行
為
は
、
思

い
や
り
あ
ふ
れ
る
行
動
で
す
。
年
末
の
何
か
と
忙
し
い
日
に
、
貴
重
な
時

間
と
労
力
を
分
け
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

行
い
が
、
お
檀
家
さ
ん
の
笑
顔
に
つ
な
が
り
、
私
に
も
温
か
い
気
持
ち
を

与
え
て
く
だ
さ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
大
晦
日
の
ひ
と
時
か
ら
、私
は
こ
う
思
う
の
で
す
。「
誰
か
の
お
蔭
」

「
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
」
と
感
謝
の
思
い
を
抱
く
こ
と
が
で
き
た
な

ら
、
安
ら
ぎ
を
得
る
道
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
誰

か
に
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
い
た
時
、
自
然
と
相
手
を
思
い
や
る
心
が
養
わ

れ
ま
す
。
そ
の
思
い
や
り
の
心
が
誰
か
に
向
け
ら
れ
た
時
、
相
手
の
こ
と

も
自
分
の
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
て
、
相
手
の
こ
と
を
受
け
止
め
寄
り
添
い
行
動

し
た
先
に
私
た
ち
の
安
ら
ぎ
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
度
、
ど
こ
か
時
間
に
追
わ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
昨
年
の
私
を
振

り
返
っ
て
み
る
と
、「
自
分
の
時
間
」
と
か
「
自
分
の
仕
事
」
と
か
「
自

分
の
…
自
分
の
…
」
と
自
分
ば
か
り
に
目
を
向
け
、
自
分
で
自
分
を
苦
し

め
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
時
そ
の
時
、
目
の
前
に
い
る
人
、
や

る
べ
き
こ
と
に
目
を
向
け
、「
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
」
の
心
持
を
大

切
に
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
所
報
」
題
字
に
つ
い
て

�

倫
勝
寺
東
堂　

山
田　

晃
一

　

先
々
号
に
題
字
に
つ
い
て
の
お
話
が

載
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
当
時
の
所
長
さ

ん
よ
り
依
頼
を
受
け
、
書
か
せ
て
戴
き
ま

し
た
。
少
し
ば
か
り
筆
を
持
ち
、
作
品
を

発
表
し
て
い
る
者
と
し
て
、
宗
務
所
様
に

何
か
し
ら
お
手
伝
い
出
来
る
事
を
う
れ
し

く
思
い
ま
し
た
。題
字
に
つ
き
ま
し
て
は
、

書
体
は
行
書
、誰
に
で
も
わ
か
り
や
す
く
、

読
め
る
字
で
と
心
掛
け
ま
し
た
。
横
書
き

で
す
の
で
少
し
横
長
の
字
形
を
と
り
、
表

紙
に
違
和
感
の
な
い
様
に
書
か
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
く・

・

・
ず
し
に
つ
き
ま
し
て
は
、

我
々
「
書
」
を
志
す
者
は
い
わ
ゆ
る
中
国

の
書
家
、
日
本
の
書
家
の
書
体
に
準
じ
て

書
か
せ
て
頂
き
ま
す
。
字
体
辞
典
等
に
て

ら
し
合
わ
せ
、
誤
字
の
な
い
様
に
つ
と
め

ま
す
。
お
話
に
あ
っ
た
「
報
」
の
字
も
先

人
の
字
体
を
頂
き
、
少
し
デ
フ
ォ
ル
メ
を

い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
デ
フ
ォ
ル
メ
が
書

い
た
人
の
特
徴
、
個
性
と
な
り
ま
す
。
私

の
書
い
た
字
が
皆
様
に
ど
の
様
に
写
る
の

か
は
、見
る
人
に
よ
り
違
う
わ
け
で
す
が
、

決
し
て
誤
字
で
は
な
い
事
を
お
伝
え
い
た

し
ま
す
。
私
で
よ
け
れ
ば
何
で
も
協
力
を

お
し
ま
な
い
と
心
が
け
て
お
り
ま
す
の
で

お
話
し
下
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。
ち
な
み
に

「
報
」
の
字
の
辞
典
に
出
て
い
る
所
を
の

せ
て
も
ら
い
ま
す
。�

合
掌

祈
念　

平
和

�

楞
厳
院
住
職　

小
西　

晃
照

　
以
前
、
当
教
区
の
法
友
会
の
研
修
旅
行

や
個
人
で
長
崎
・
沖
縄
・
広
島
の
各
平
和

祈
念
公
園
周
辺
の
原
爆
や
戦
争
に
関
係
し

た
場
所
や
施
設
を
何
度
か
訪
れ
た
事
が
あ

り
ま
し
た
。
ど
の
資
料
館
で
も
原
爆
の
被

害
の
惨
さ
や
戦
争
の
悲
惨
さ
を
痛
感
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
去
る
十
一
月

二
十
七
日
、
第
九
教
区
主
催
の
一
般
公
開

講
座
と
し
て
、劇
団
希
望
舞
台
に
よ
る「
焼

け
跡
か
ら
」
が
公
演
さ
れ
た
。

　
こ
の
舞
台
は
、
西
村
滋
氏
の
原
作
「
そ

れ
ぞ
れ
の
富
士
」
を
元
に
、
東
京
空
襲
で

家
族
を
失
っ
た
孤
児
を
引
き
取
っ
て
育

て
、
後
に
児
童
養
護
施
設
、
円
福
寺
愛
育

園
を
創
設
し
た
長
野
市
円
福
寺
、
藤
本
幸

邦
老
師
を
モ
デ
ル
と
し
た
和
尚
と
孤
児
た

ち
の
物
語
で
あ
っ
た
。

　
冒
頭
の
一
シ
ー
ン
で
あ
る
が
、
戦
後
両

親
を
亡
く
し
、
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
中
で
、
大
人
に
対
し
て
、「
や
る

な
ら
勝
つ
戦
争
を
や
れ
」
と
い
う
セ
リ
フ

は
、
痛
切
な
心
か
ら
の
叫
び
と
し
て
感
じ

た
。
又
、
こ
の
復
員
し
て
き
た
和
尚
が
出

会
っ
た
孤
児
に
与
え
た
一
個
の
リ
ン
ゴ
を

分
け
合
っ
て
食
べ
る
シ
ー
ン
は
、「
奪
い

合
え
ば
足
り
な
い
が
、
分
け
合
え
ば
あ
ま

る
…
。」
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て

い
て
、
こ
の
姿
に
触
発
さ
れ
孤
児
を
引
き

取
る
人
生
を
歩
ん
で
い
く
事
に
な
る
の
だ

が
…
。
孤
児
た
ち
に
貪
り
の
心
で
な
く
、

布
施
の
姿
を
見
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

た
。

　
他
国
で
の
紛
争
や
戦
争
の
ニ
ュ
ー
ス
を

見
る
事
は
あ
っ
て
も
、
実
際
戦
争
を
知
ら

な
い
世
代
に
と
っ
て
こ
の
様
な
内
容
の
舞

台
を
見
聞
す
る
事
に
よ
っ
て
、
戦
争
が
起

き
な
い
起
こ
さ
な
い
こ
と
の
必
要
性
を
感

じ
た
良
い
機
会
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
舞
台
の
数
日
後
、
北
朝
鮮
に
よ

る
ミ
サ
イ
ル
発
射
実
験
が
さ
れ
た
。
度
重

な
る
発
射
実
験
や
核
実
験
が
繰
り
返
さ
れ

る
昨
今
、
た
だ
た
だ
最
悪
の
道
を
進
ま
な

い
事
を
願
う
の
み
で
あ
る
。

ゆ
い
げ

�

長
泉
寺
住
職　

柳
川　

宣
史

　
遺
偈
を
準
備
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

年
齢
に
な
っ
た
。
人
生
五
十
年
と
言
わ
れ

た
昔
と
違
い
、
現
今
は
少
し
余
裕
が
あ
る

よ
う
だ
が
、
正
月
ご
と
に
遺
偈
を
袈
裟
行

李
の
中
に
整
え
て
お
く
の
が
し
き
た
り

だ
。

　
社
会
的
に
高
名
な
禅
僧
で
も
遺
偈
の
仕

度
が
無
か
っ
た
り
、
あ
っ
て
も
平
仄
が
あ

や
し
い
も
の
で
あ
っ
た
り
で
は
、
寂
し
い

限
り
だ
。
人
格
の
根
底
が
何
と
な
く
お
ろ

そ
か
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た

く
な
る
。

　
一
般
の
「
遺
言
」
は
随
分
と
法
的
な
力

が
あ
る
の
に
対
し
、禅
家
の
「
遺
偈
」
は
、

〈
仏
祖
の
将
に
入
滅
せ
ん
と
す
る
時
に
、

学
徒
の
た
め
に
書
き
残
す
偈
を
云
う
〉
と

禅
宗
辞
典
に
あ
る
が
、
黄
泉
に
赴
く
最
期

の
〝
つ
ぶ
や
き
〟
で
い
い
の
で
は
な
い
か

と
心
し
て
い
る
。

　

─
九
教
区
の
皆
さ
ま
の
声
─
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一
生
習　

イ
㆑
懶　

ヲ

　
　
聖
諦　

モ
不
㆑
為

　
◎
サ

　
　
今
日
遊
戯

　
　
雙
眼
戴　

ク
㆑
眉　

ヲ

　
　
　
喝

　
　
六
十
歳
懶
禅
叟
（
花
押
）

　
こ
れ
は
、
宇
治
の
興
聖
寺
六
世
懶
禅
舜

融
和
尚
の〝
懶
〟に
徹
し
た
遺
偈
で
あ
る
。

〈
も
の
う
い
、気
が
進
ま
な
い
、お
こ
た
る
、

な
ま
け
る
〉
と
い
う
俗
的
な
意
味
と
は
異

な
っ
た
味
わ
い
方
の
で
き
る
〝
懶
〟
の
よ

う
な
気
が
す
る
。
興
聖
寺
に
参
拝
し
た
折

に
、そ
の
お
位
牌
を
拝
し
て
来
た
が
、た
っ

た
一
年
間
の
住
職
で
、
後
は
山
深
き
廃
寺

で
今
ま
で
の
見
聞
を
一
本
に
著
す
生
活
を

な
さ
れ
た
。
法
幢
が
ま
さ
し
く
懶
を
学
び

楽
し
む
に
尽
き
た
。

　

總
持
寺
二
代
峨
山
韶
碩
禅
師
の
遺
偈

は
、
真
筆
と
し
て
は
多
分
一
番
古
い
も
の

だ
。

　
　
　
合
成
皮
肉　
　
九
十
一
年◎

　
　
　
夜
来
旧
依　
　
身
横
黄
泉◎

　
た
ど
た
ど
し
い
文
字
に
、
ま
さ
し
く
臨

終
の
息
遣
い
が
聴
こ
え
て
き
そ
う
で
、
た

ま
し
い
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
。
習
う
に
最
適

な
も
の
の
よ
う
に
感
じ
る
。

　
四
字
四
句
の
押
韻
は
承
・
結
句
の
み
で

十
分
の
遺
偈
を
再
考
せ
ね
ば
な
ら
な
い
正

月
が
来
た
。

立
春
大
吉

�

梅
林
寺
住
職　

木
村　

髙
寛

　
正
月
、
寺
院
で
は
み
な
さ
ま
の
福
壽
安

穏
（
財
宝
招
来
・
罪
障
消
除
・
寿
命
増
益
・

現
世
福
護
・
諸
願
達
成
）
を
祈
願
し
ご
祈

祷
致
し
ま
す
。
そ
の
中
に
「
立
春
大
吉
」

と
い
う
お
札
が
あ
り
ま
す
。

　
「
立
春
」
は
冬
か
ら
春
に
季
節
が
改
ま

る
日
で
す
。
季
節
を
分
け
る
日
、
す
な
わ

ち
節
分
と
い
い
ま
す
。
立
春
、
立
夏
、
立

秋
、
立
冬
の
前
日
を
節
分
と
い
い
、
年
に

四
回
あ
り
ま
す
。

　

今
日
で
は
立
春
の
前
日
（
二
月
三
日
）

に
行
わ
れ
る
「
豆
ま
き
」
だ
け
が
行
事
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
何
故
、豆
ま
き
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

諸
説
あ
り
ま
す
が
、
節
分
の
日
は
邪
気
、

疫
鬼
を
追
い
払
う
た
め
「
福
は
内
、
鬼
は

外
」
と
叫
び
な
が
ら
豆
を
ま
き
ま
す
。

　
『
鬼
は
外
』　
遠
仁
者
疎
道
「
仁
（
慈
し

み
）
に
遠
き
者
は
道
に
疎
し
」。

　
『
福
は
内
』　
富
久
者
有
智
「
富
に
久
し

き
者
は
智
有
り
」・
不
苦
者
有
智
「
智
有

れ
ば
苦
し
か
ら
ず
」
ど
ん
な
逆
境
に
あ
っ

て
も
智
恵
が
有
れ
ば
そ
れ
を
乗
り
切
る
こ

と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
順
境
に
あ
っ

て
も
智
恵
を
磨
い
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

す
。

　
豆
を
打
ち
つ
け
ら
れ
る
鬼
は
赤
鬼
、
青

鬼
、
黒
鬼
と
あ
り
ま
す
。
鬼
退
治
で
有
名

な
の
は
桃
太
郎
で
す
。
赤
鬼
を
退
治
す
る

犬
、
青
鬼
を
退
治
す
る
雉
、
黒
鬼
を
退
治

す
る
猿
。

　
赤
鬼
は
「
怒
り
」
の
象
徴
。
怒
り
の
気

持
ち
を
和
ら
げ
る
慈
し
み
の
動
物
は
犬
で

す
。

　
青
鬼
は
「
い
じ
め
」
の
象
徴
。
勇
気
の

あ
る
動
物
の
象
徴
が
雉
で
す
。

　
黒
鬼
は
「
愚
痴
」
の
象
徴
。
智
慧
の
あ

る
人
は
愚
痴
を
言
い
ま
せ
ん
。
智
慧
の
あ

る
動
物
の
象
徴
は
猿
で
す
。

　
煩
悩
を
仏
教
で
は
通
俗
的
に
鬼
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
生
活
仏
教
の
必
要
性
が
求
め

ら
れ
、家
族
の
絆
が
問
わ
れ
て
い
る
今
日
、

節
分
の
豆
を
噛
み
し
め
仏
さ
ま
と
共
に
歩

め
る
よ
う
「
立
春
大
吉
」
の
お
札
を
貼
り

ま
し
ょ
う
。

　
＊
参
考
文
献
「
茶
席
の
禅
語
大
辞
典
」

　

こ
こ
ろ
の
花

�

松
庵
寺
副
住
職　

渡
邊　

英
心

　
朝
の
雪
か
き
を
終
え
、
檀
務
の
な
い
静

か
な
午
前
中
に
一
息
つ
こ
う
と
本
棚
を
眺

め
る
と
、九
教
区
寺
院
で
結
成
さ
れ
た「
法

友
会
」
が
昭
和
六
十
三
年
に
発
行
し
た
記

念
誌
「
法
友
」
が
目
に
入
り
ま
し
た
。
お

も
む
ろ
に
開
け
ば
、
若
か
り
し
師
の
旅
行

先
で
の
お
ち
ゃ
ら
け
た
写
真
に
苦
笑
い
。

そ
し
て
投
稿
の
中
に
、
私
が
大
学
二
年
生

の
時
に
遷
化
し
た
先
師
・
昭
雄
和
尚
の
随

筆
を
発
見
。
そ
の
題
が
「
こ
こ
ろ
の
花
」

で
す
。

　
「『
咲
い
た
咲
い
た
で
つ
い
う
か
さ
れ
て

　
花
を
た
ず
ね
て
西
又
東　
わ
ら
じ
き
ら

し
て
か
え
っ
て
み
れ
ば　
庭
じ
ゃ
梅
め
が

笑
っ
て
る
』。
春
の
ポ
カ
ポ
カ
陽
気
と
花

の
便
り
に
心
ウ
キ
ウ
キ
と
今
日
は
千
秋
公

園
、
今
日
は
弘
前
公
園
と
花
の
名
所
を
か

け
ず
り
ま
わ
る
。
空
に
な
っ
た
重
箱
、
酒

ど
っ
く
り
を
背
負
っ
て
疲
れ
切
っ
た
足
ど

り
で
我
が
家
に
御
帰
還
、
や
れ
や
れ
と
夕

暮
れ
の
庭
に
目
を
や
れ
ば
、
ひ
っ
そ
り
と

梅
の
花
が
咲
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。「
檀

那
さ
ま
、
お
つ
か
れ
で
し
た
ね
」
と
で
も

言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
。」

　
昭
雄
和
尚
は
彼
の
師
、
通
英
和
尚
の
好

き
だ
っ
た
と
い
う
こ
の
俗
曲
を
、
い
た
ず

ら
に
外
に
求
め
る
私
た
ち
に
対
す
る
痛
烈

な
諷
刺
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
管
理
社
会
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ

れ
て
い
る
自
己
を
と
き
ほ
ぐ
す
最
善
の
方

法
は
何
か
今
一
度
考
え
よ
う
、
そ
し
て
誰

も
が
持
っ
て
い
る
「
こ
こ
ろ
の
花
」
を
見

つ
け
よ
う
、と
い
う
の
で
す
。境
内
に
あ
っ

た
幼
稚
園
の
園
長
と
し
て
地
域
の
子
供
た

ち
を
見
守
り
、
ま
た
む
や
み
に
寺
を
離
れ

ず
「
知
足
道
人
」
と
名
乗
り
、
数
々
の
漢

詩
を
残
し
た
祖
父
、
昭
雄
和
尚
の
在
り
し
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※�

当
コ
ー
ナ
ー
の
掲
載
順
は
原
稿
到

着
順
で
す
。
ま
た
、
肩
書
き
と
ご

氏
名
は
原
稿
に
準
じ
ま
し
た
。

日
々
を
想
い
、
涙
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。
自

分
自
身
、
都
会
や
世
界
各
国
に
、
こ
の
田

舎
に
は
な
い
な
に
か
を
求
め
、
な
に
か
を

得
た
よ
う
な
気
分
で
こ
こ
に
戻
っ
て
き
ま

し
た
。
南
国
に
咲
く
鮮
や
か
な
花
も
キ
レ

イ
で
す
が
、
境
内
で
雪
に
耐
え
ひ
っ
そ
り

と
咲
く
梅
の
け
な
げ
さ
に
気
づ
け
ば
、
そ

こ
に
ま
こ
と
の
や
さ
し
さ
と
幸
せ
が
詰

ま
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
家
に

帰
れ
ば
、
愛
す
る
妻
や
家
族
が
い
る
。
足

り
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
し
た
。

　
正
月
に
は
家
族
が
増
え
ま
す
。
自
分
の

こ
こ
ろ
の
花
を
、
そ
し
て
父
親
と
し
て
彼

の
こ
こ
ろ
の
花
を
育
て
て
い
く
ぞ
。
そ
う

気
持
ち
を
新
た
に
す
る
の
で
し
た
。

異
体
字
の
使
用鳳

来
院　

茂
林　

友
道

　
以
前
の
所
報
で
異
体
字
等
の
使
用
に
つ

い
て
批
判
的
と
読
め
る
意
見
が
掲
載
さ
れ

て
い
た
。
特
に
書
道
を
嗜
ん
で
い
る
方
が

好
ん
で
別
体
を
書
か
れ
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

　
小
生
も
書
道
の
世
界
に
遊
ん
で
久
し
い

の
で
、
一
言
申
し
上
げ
た
く
筆
を
執
っ
た

次
第
。

　
ま
ず
漢
字
に
は
別
体
異
体
が
非
常
に
多

く
存
在
す
る
。
例
え
ば
楷
書
の
ク
サ
カ
ン

ム
リ
一
つ
に
し
て
も
三
種
類
の
形
が
あ

る
。
細
か
い
点
を
取
り
上
げ
る
と
、
木
偏

や
禾
偏
、
牛
偏
の
縦
画
の
最
後
は
、
活
字

は
ハ
ネ
が
な
い
が
、
書
道
で
は
ハ
ネ
が
あ

る
の
が
一
般
的
、
等
々
枚
挙
に
き
り
が
な

い
。

　
塔
婆
で
も「
供
養
塔
」の「
養
」を「
羊
」

と
「
良
」
に
分
け
て
偏
旁
に
並
べ
る
の
を

よ
く
見
か
け
る
が
、
こ
れ
も
移
置
法
に
よ

る
異
体
字
の
一
例
。

　
で
は
何
故
に
能
書
と
呼
ば
れ
る
方
々
が

異
体
別
体
を
書
く
の
か
と
い
え
ば
、「
そ

の
形
の
方
が
格
好
が
良
い
か
ら
」
と
い
う

だ
け
で
あ
る
。字
は
元
来
手
書
き
で
あ
り
、

さ
ら
に
漢
字
仮
名
字
は
毛
筆
で
書
い
て
い

た
も
の
。
こ
の
毛
筆
書
き
で
一
番
格
好
が

良
い
と
い
う
の
が
自
然
に
書
き
手
に
選
択

さ
れ
た
だ
け
の
事
。

　
私
見
で
言
え
ば
、
戦
後
の
新
字
体
で
態

を
変
え
た
多
く
の
漢
字
は
格
好
が
悪
い
も

の
が
少
な
く
な
い
。
一
例
を
挙
げ
る
と

「
広
・
与
・
気
・
伝
・
円
」
な
ど
は
元
々

の
「
廣
・
與
・
氣
・
傳
・
圓
」
の
方
が
格

好
が
取
り
易
い
。
さ
ら
に
一
般
的
な
活
字

で
あ
る
明
朝
体
や
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
書
道
的

に
見
れ
ば
美
し
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

例
え
ば
シ
ン
ニ
ョ
ウ
の
形
は
顔
真
卿
の
書

風
を
基
に
し
た
ら
し
い
が
手
書
き
と
は
あ

ま
り
に
か
け
離
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
書
家
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ

平成29年度　第3回　布教師養成講座　ご案内

　この講座は、布教師を目指し研鑽を積みたい方や日常の檀務等の法話に
ついて学びたい方を対象として行われております。
　第３回の今回は、元布教師養成所主任講師を長期に亘って務めて、現在
同養成所研修課程専任講師の静岡県成願寺住職・相原昇明老師をお迎えし
開催いたします。
　そこで、せっかくの機会ですので、養成所受講生だけでなく多くの皆さ
んにご参加いただきたくご案内いたします。

開催日時　平成 30 年３月１日（木）
場　　所　秋田県宗務所・禅センター
講　　師　静岡県　成願寺御住職　相原昇明老師
日　　程　10：30 ～ 12：30　講義
　　　　　　演題「布教者はどう在りたいか」
　　　　　昼食
　　　　　13：30 ～ 15：00　一般公開法話（範例法話）
　　　　　　演題「修証義に学ぶ」

※�ご寺院様の参加申し込みは、別便にてお送りしたご案内に準じてお申し
込みください。

う
が
、
同
じ
字
な
ら
ば
格
好
の
良
い
字
形

を
選
ぶ
の
は
自
然
な
こ
と
と
思
え
る
が
、

如
何
。
無
論
ど
の
字
形
で
書
く
か
は
書
き

手
当
人
が
決
め
る
こ
と
で
、
誤
字
で
な
け

れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
思
う
。
塔
婆
を
見
て

小
学
校
の
国
語
の
テ
ス
ト
の
よ
う
に
○
×

を
つ
け
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
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平
成
29
年
度
　
保
護
司
表
彰
紹
介

・
法
務
大
臣
表
彰

佐
々
木
征
満
（
能
代
保
護
区
）

奥
山
亮
修
（
北
秋
田
保
護
区
）

・
全
国
保
護
司
連
盟
理
事
長
表
彰

櫻
田
元
宏
（
秋
田
保
護
区
）

村
山
正
顕
（
本
荘
保
護
区
）

・
東
北
地
方
更
生
保
護
委
員
会
委
員
長
表
彰

金
子
宗
元
（
本
荘
保
護
区
）

・
東
北
地
方
保
護
司
連
盟
会
長
表
彰

高
田
秀
法
（
鹿
角
保
護
区
）

高
橋
一
浩
（
横
手
保
護
区
）

齋
藤
昭
道
（
角
館
保
護
区
）

・
秋
田
保
護
観
察
所
長
表
彰

明
石
浩
延
（
秋
田
保
護
区
）

菅
原
芳
徳
（
鹿
角
保
護
区
）

千
葉
友
道
（
湯
沢
保
護
区
）

杉
村
寛
人
（
湯
沢
保
護
区
）

・
秋
田
県
保
護
司
会
連
合
会
長
表
彰

村
松
良
周
（
能
代
保
護
区
）

・
秋
田
県
知
事
感
謝
状

佐
々
木
文
雄
（
大
曲
保
護
区
）

・
平
成
29
年
度
　
県
芸
術
文
化
章

　

県
芸
術
文
化
協
会
は
平
成
29
年
11
月
20

日
、
本
年
度
の
県
芸
術
文
化
賞
受
賞
者
を

発
表
し
た
。
受
賞
者
と
し
て
、
第
14
教
区

秀
泉
寺
東
堂
、
宮
本
秀
孝
老
師
が
受
彰
な

さ
れ
た
。

　

老
師
は
に
か
ほ
市
の
「
奥
の
細
道
象
潟

全
国
俳
句
大
会
」
小
・
中
学
校
の
部
で
選

者
を
務
め
、
学
校
で
も
指
導
す
る
な
ど
後

進
育
成
に
貢
献
さ
れ
た
活
動
が
認
め
ら
れ

て
の
ご
受
賞
と
な
っ
た
。

曹洞宗布教師養成所
平成30年度受講者推薦について

　標記の件につきまして、曹洞宗布教師養成所平成 30 年度を下記のとおり開設いたしますので、
貴宗務所管内より受講者を推薦いただきますよう、お願い申し上げます。
　なお、開設期間などは『曹洞宗報』平成 30 年１月号に掲載予定です。
� 合掌

記
　　　１．期日
　　　　　　　　　　第１期　平成30年６月４日（月）～８日（金）
　　　　　　　　　　第２期　平成30年10月８日（月）～12日（金）
　　　　　　　　　　第３期　平成31年２月４日（月）～８日（金）
　　　２．会場　　　曹洞宗檀信徒会館　５階　研修道場ほか
　　　３．受講資格　�年齢 65 歳未満の本宗の僧侶で、令命２等布教師以上の布教師等級を有す

る布教師のうちから、当該宗務所長が推薦し、内局において選定した者（曹
洞宗布教師養成所規程第５条）。（研修課程は、曹洞宗布教師養成所規程
第５条第３項の規定により、内局において選定した者。）

　　4．締切　　　　宗務所は３月５日まで
　　　　　　　　　　受講料については、『曹洞宗報』平成 30 年４月号に掲載の予定です。
　　　　　　　　　　お問合先　　教化部布教課　03 − 3454 − 5560（直通）

表紙の言葉
『厳冬』
夏場はキャンプ地に比較的近いこと
もあり、訪れる人も多い。しぶきに
当たると涼しさを通り越して寒いほ
どである。
冬季は深い雪に覆われて人影はない。
かつて江戸時代に山を開くに当たり
修験行者が修行を重ねたと伝えられ
る霊験あらたかな神聖な滝である。
それを独り占めして、圧倒の景色に
寒さを忘れ身心を清める。贅沢な一
時である。
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日本年金機構による厚生年金加入促進について

　前略　日頃、宗務行政にご協力を賜り深謝申し上げます。
　さて、昨今、日本年金機構から、寺院に対して、厚生年金加入に関する文書が全国的に送付さ
れているとの報告を多数受けております。なかには、加入しなければ、同事務所が立入り調査す
る旨の通達文が届くなど、寺院側にも混乱が生じているとの報告もあります。
　寺院における厚生年金の加入につきましては、曹洞宗が加盟しております公益財団法人全日本
仏教会（以下、全日仏）が、日本年金機構の監督官庁である厚生労働省年金局と話し合いを行っ
てきました。日本年金機構では、宗教法人である寺院は、法的には厚生年金の加入義務があると
の見解ですが、現状、収入面から保険費用を恒久的に支弁することが困難な寺院も多く、また、
僧侶には退職という概念がそぐわないなどの事由により、寺院には、年金制度がなじまないとい
うのが、全日仏の見解であります。現在、全日仏では、日本宗教連盟と連携し、引き続き、厚生
労働省年金局との協議を継続して行っております。
　したがいまして、各寺院における年金加入に関するご対応は、その協議の結果が明確になって
から行っていただくよう、全日仏より回答を得ております。
　曹洞宗宗務庁では、ご寺院より厚生年金に関するお問合わせがあった場合、この全日仏のスタ
ンスに倣い、同様の対応をしていただくよう回答しております。
　ただし、加入案内により、厚生年金に加入される寺院もございますので、加入を否定するもの
ではございません。
　今後、全日仏と厚生労働省年金局との協議が進み、当局から、なんらかの通達がなされた場合
は、迅速に関係機関に周知するよう対処いたしますので、管内御寺院に、その旨周知いただけま
すようお願いいたします。
　なお、日本年金機構から立入り調査、強制加入する旨の文書（違反文書）が送付され、対応に
苦慮されている場合は、下記までご連絡ください。
　
　曹洞宗宗務庁人事部文書課　広報（電話）03-3454-2560　（FAX）03-3454-5423
　公益財団法人　全日本仏教会　03-3437-9275　

寺族通信教育受講について（お願い）
　��ご承知のとおり今日、寺族の資質向上はますます重要性を増しております。また、寺族ご本人
様にとっても、寺族代表への就任や、寺族年金の受給のために准教師の資格が必須のものとなっ
ております。
　つきましては、貴管内寺院で寺族登録をされた後、寺族通信教育が未修の方へ、積極的に受講
をお勧めいただきたく、お願い申し上げます。
　寺族通信教育（添削指導）の修了は最短でも１年かかります。３月中旬までにご申請いただけ
れば、平成 30 年４月１日始まりの第Ⅰ期の受講が可能になりますので、併せてご案内をよろしく
お願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹洞宗宗務庁　教学部指導課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel　03-3454-5422（直）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fax　03-3454-6704
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平
成
29
年
　
山
　
門
　
法
　
要

日
程

教
区

寺
院
名

法
要

４
月
28
日
～
29
日

第
４
教
区

永
泉
寺

本
葬
・
晋
山
結
制

６
月
３
日
～
４
日

第
11
教
区

圓
福
寺

晋
山
結
制

６
月
５
日
～
６
日

第
５
教
区

永
巌
寺

再
会
結
制

６
月
17
日
～
18
日

第
７
教
区

寶
泉
寺

退
董
・
晋
山
結
制

７
月
２
日

第
２
教
区

常
福
寺

再
会
結
制

７
月
１
日
～
２
日

第
18
教
区

玉
林
寺

再
会
結
制

９
月
４
日
～
５
日

第
３
教
区

瑞
光
寺

再
会
結
制

９
月
11
日
～
12
日

第
８
教
区

福
壽
院

本
葬

９
月
16
日
～
17
日

第
10
教
区

福
寿
寺

晋
山
結
制

10
月
８
日
～
７
日

第
３
教
区

泉
秀
寺

本
葬
・
晋
山
結
制

10
月
21
日
～
22
日

第
９
教
区

見
性
寺

退
董
・
晋
山
結
制

10
月
28
日
～
29
日

第
18
教
区

永
安
寺

晋
山
結
制

12
月
７
日
～
８
日

第
11
教
区

大
圓
寺

晋
山
結
制

12
月
26
日

第
14
教
区

金
浦
寺

本
葬

報
告

第
七
教
区
前
教
区
長
、
大
仙
市
・
正

福
寺
住
職
・
伊
藤
晴
雲
老
師
（
平
成

二
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
示
寂
）

の
御
遷
化
に
よ
り
大
仙
市
・
長
養
寺

住
職
・
奥
山
秀
明
老
師
が
新
た
に
教

区
長
と
し
て
選
出
さ
れ
ま
し
た
こ
と

を
ご
報
告
致
し
ま
す
。
宗
務
所
行
政

に
御
尽
力
い
た
だ
い
た
伊
藤
晴
雲
老

師
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。

◎
梅
花
流
講
習
会

　

九
月
一
日

◎
現
職
研
修
会

　

九
月
四
日
～
五
日

◎
写
経
会
・
仏
教
講
座
②

　

九
月
十
六
日

◎
梅
花
検
定
会
（
県
北
）

　

九
月
二
十
日

◎
仏
教
講
座
・
野
外
研
修

　

十
月
二
日

◎
宗
務
所
寺
族
集
会

　

十
月
二
日

◎
檀
信
徒
本
山
研
修
会

　

十
月
三
日
～
六
日

◎
梅
花
流
指
導
者
養
成
所
（
初
級
）

　

十
月
十
日

◎
梅
花
流
指
導
者
養
成
所
（
上
級
）

　

十
月
十
一
日

◎
梅
花
検
定
会
（
中
央
・
県
南
）

　

十
月
二
十
五
日

◎
宗
務
所
・
禅
セ
ン
タ
ー
設
立
集
会

　

十
月
三
十
一
日

◎
禅
を
聞
く
会

　

十
月
三
十
一
日

◎
梅
花
流
講
習
会

　

十
一
月
二
日

◎
布
教
師
養
成
講
座

　

十
一
月
六
日

◎
梅
花
流
指
導
者
養
成
所
（
初
級
）

　

十
一
月
七
日

◎
梅
花
流
指
導
者
養
成
所
（
上
級
）

　

十
一
月
九
日

◎
写
経
会
・
仏
教
講
座
③

　

十
一
月
二
十
八
日

◎
梅
花
流
講
習
会

　

十
二
月
一
日

◎
梅
花
流
指
導
者
養
成
所
（
合
同
）

　

十
二
月
六
日
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う
や
う
や
し
く
新
年
を
お
祝
い
い
た
し
ま
す
。

　

管
内
の
皆
様
の
お
陰
さ
ま
を
も
ち
ま
し
て
、
三
年
め
を
無
事
に

過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
最
終
の
四
年
め
と
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
年
の
は
じ
ま
り
は
、
新
し
い
門
出
を
迎
え
る
時
で
も
あ

り
、
新
た
な
人
と
人
と
の
出
会
い
の
時
で
も
あ
り
ま
す
。「
会
う
は

別
れ
の
は
じ
め
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
世
で

出
会
っ
た
人
と
は
、
い
つ
か
必
ず
別
れ
が
訪
れ
る
。
出
会
い
は
必

ず
別
れ
を
も
た
ら
す
と
い
う
世
の
無
常
を
い
う
こ
と
わ
ざ
で
あ
り

ま
す
。

　

別
れ
の
悲
し
み
や
、
愛
の
は
か
な
さ
、
人
生
の
は
か
な
さ
を
あ

ら
わ
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
出
会
う
喜
び
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ

る
の
で
す
。

　

宗
務
所
職
員
八
名
も
そ
れ
ぞ
れ
い
た
だ
い
た
役
目
を
果
た
す
べ

く
、
心
を
込
め
て
残
り
の
１
年
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存
で

あ
り
ま
す
。

　

今
年
は
五
月
に
は
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
が
梅
花
流
発
祥
の
地
、

静
岡
県
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
十
月
に
は
第
五
〇
回
を
迎
え

る
宗
務
所
主
催
、
檀
信
徒
本
山
研
修
会
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

多
く
の
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
も
、
皆
様
の
変
わ
ら
ぬ
ご
協
力
を
御
願
い
い
た
し
ま
す
。

�

（
昭
道
記
）

編
集
後
記

月日 行　　　　　程　（飛行機－→　バス＝＝） 食事

５
／
23
（
水
）

　　　　　　　　　　　　9:10　　　　　　　10:20
Ａ（秋田空港集合）　　秋田空港－ JAL162 →羽田空港
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※時刻は予定）
　　　　　　　　　　　　9:55　　　　　　　11:15　　　　＝横浜中華街＝
Ｂ県北各地＝浪岡 IC＝青森空港－ JAL142 →羽田空港
� 17:30 頃
� ＝横浜公園 IC＝浜松西 IC＝大草山展望台＝舘山寺温泉
� 又は周辺泊

×
　
昼
　
夕

5
／
24
（
木
）

7:00　　　　　　　　　　　　　　　9:30　　　　15:30
宿＝浜松西 IC＝静岡 IC＝平成 30年度梅花流全国奉詠大会
　　　　　　　　　　　　「草薙総合運動場体育館：ここのはアリーナ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16:00　　　　　17:05　　18:00 頃
� ＝清水港～～～～～土肥港＝堂ヶ島温泉
� 又は周辺泊

朝
　
弁
　
夕

5
／
25
（
金
）

8:00
宿＝下田 : 了仙寺・宝福寺＝象牙と石の彫刻美術館＝伊東＝小田原＝
　　　＝羽田空港（19:00）－ JAL167 →（20:05）秋田空港（着後解散）
　　　＝羽田空港（18:30）－ JAL149 →（19:45）青森空港＝浪岡 IC＝各地
　　　　　　　　　　　　（※時刻は予定）� 20:50 頃

朝
　
昼
　
×

会　　場:静岡市:｢ここのはアリーナ｣
大会期日:平成30年5月24日(木) 　

平成30年度の梅花流全国奉詠大会は5月23日・24日の両日に渡って、静岡市｢草薙総合運動場体
育館:ここのはアリーナ｣にて行われます。
この勝縁に多数のご参加をお待ち申し上げます。

期日:平成30年5月23日(水) ～ 5月25(金)･‥2泊3日
行程表

※観光地予約時刻・道路事情等によりコース及び順序が変更になる場合もあります。

―平成30年度　曹洞宗梅花流－
梅花流全国奉詠大会と伊豆の旅
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平成30年度春期
寺族安名親授式両大本山開催日程

平成 27 年度から寺族安名親授式が始まりました。
　○�親授式出席にあたり「寺族安名親授式添書交付申請」により「添書」の交付をうける必要があ
ります。

　○�申請用紙は「曹洞禅ネット」寺院専用サイトから直接ダウンロード出来ます。（添書の有効期
限は、発行日より２年間です。）

　○�発行には日数がかかります、必ず各宗務所を経由し、余裕を持って宗務庁教学部へ提出して下
さい。（尚、添書最終発行日にて当該大本山分の名簿作成を完了します。）

下記の各期日を過ぎた申込はお受け出来ませんのでご注意下さい。

記
大本山永平寺　実施日　４月22日（日）～４月23日（月）
　　　宗務庁　　添書最終発行日　　３月22日（木）
　　　不老閣侍局申し込み締め切り　４月８日（日）必着
大本山總持寺　実施日　４月６日（金）～４月７日（土）
　　　宗務庁　　添書最終発行日　３月６日（火）
　　　紫雲臺侍局　申し込み締め切り　３月24日（土）必着

　お問い合わせ・宗務庁教学部　℡ 03-3454-5413・℡ 03-3454-5422

※安名親授式当日の詳細につきましては、直接ご本山侍局におたずねください。
　　　　大本山永平寺不老閣侍局　℡ 0776-63-3100
　　　　大本山總持寺紫雲臺侍局　℡ 045-581-6022
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仏教講座・野外研修（平成 29 年 10 月 2 日）

萬松山鳳来院（三種町）

龍峰山松源院（八峰町）
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