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No.86センタージャーナル
真
実
の
学
び
か
ら
、

今
を
生
き
る「
人
間
」と
し
て
の

責
任
を
明
ら
か
に
し
、

と
も
に
そ
の
使
命
を
生
き
る
者
と
な
る
。

も く じ

震災から約二年半が経過した陸前高田市正德寺近くの沿岸部の現在の様子（2013年9月14日撮影、2～4面
に関連抄録掲載）。震災以前は工場や住宅が十数件立ち並んでいた。 （写真の無断転用はご遠慮下さい。）
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・大谷派の近現代史
　「あいち・平和のための戦争展」に出展 ❻

・「差別と私 ―差別語に学ぶ―」
　職員研修開催 ❼
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あ
る
御
同
行
か
ら
、「
今
、自
分
の
も
の
さ

し
に
合
わ
な
い
も
の
を
断
ち
切
り
捨
て
る

『
断だ

ん

捨し
ゃ

離り

』な
る
こ
と
が
流
行
し
て
い
る
ら
し

い
で
す
ね
。私
も
そ
の
う
ち
子
ど
も
に“
ほ
か

ら
れ
る
”か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。」初
め
て
聞

く
言
葉
と
、そ
の
内
容
に
驚
き
を
感
じ
、家
に

帰
っ
て
早
速
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み

る
と
基
本
的
に
は
ヨ
ガ
の
行
法
、「
断
行
」「
捨

行
」「
離
行
」と
い
う
考
え
方
を
応
用
し
て
、人

生
や
日
常
生
活
に
不
要
な
モ
ノ
を
断
つ
、ま

た
捨
て
る
こ
と
で
、モ
ノ
へ
の
執
着
か
ら
解

放
さ
れ
、身
軽
で
快
適
な
生
活
を
手
に
入
れ

よ
う
と
い
う
考
え
方
、生
き
方
、処
世
術
な
の

だ
そ
う
だ
。

か
く
ゆ
う
教
化
セ
ン
タ
ー
も
時
代
の
変
化

に
伴
い
保
存
媒
体
を
移
行
す
る
中
で
、遅
ま

き
な
が
ら
未
整
理
の
資
料
や
機
材
の
整
頓
・

清
掃
に
取
り
組
み
は
じ
め
て
い
る
。そ
の
結

果
、お
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
物
置
と
化
し
て

い
た
教
務
所
二
階
の
旧
講
師
室
が“
自じ

然ね
ん

の

間
”と
し
て
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。和
室

の
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
快
適
な
空
間
を
輪

読
会
や
座
談
会
な
ど
に
御
活
用
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

身
軽
で
快
適
に
な
る
一
方
、捨
て
て
し
ま
っ

た
が
た
め
に
失
っ
た「
大
切
な
も
の
」も
あ
る

の
で
は
な
い
か
。そ
ん
な
問
い
か
け
を
東
日

本
大
震
災
で
被
災
し
た
陸
前
高
田
市
正
德
寺

坊
守
の
千
葉
寿
子
氏
の
講
演「
お
庫
裡
さ
ん

奮
闘
記
」（
本
誌
二
～
四
面
、抄
録
）を
聞
か
せ

て
い
た
だ
き
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

思
い
起
こ
せ
ば
私
が
幼
少
の
頃
、地
域
社

会
と
の
関
わ
り
も
密
接
で
、隣
の
家
の
笑
い

声
か
ら
夫
婦
喧
嘩
ま
で
手
に
取
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
生
活
臭
が
漂
っ
て
い
た
。人
間
同

士
の
し
が
ら
み
も
色
濃
く
、台
所
の
影
で
目

頭
を
押
さ
え
涙
す
る
母
親
の
姿
に
、自
分
自

身
、身
軽
で
快
適
な
マ
イ
ホ
ー
ム
に
憧
れ
た

こ
と
が
今
更
な
が
ら
憶
わ
れ
る
。

ま
た
、過
去
の
歴
史
を
紐
解
く
と
き
、近
隣

ア
ジ
ア
諸
国
と
の
繋
が
り
は
仏
教
伝
播ぱ

を
始

め
と
し
て
礼
拝
讃
嘆
す
べ
き
関
わ
り
を
持

つ
。そ
の
一
方
で
近
現
代
に
お
け
る
哀
し
く

痛
む
べ
き
事
実
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
歴
史

へ
の
向
き
合
い
方
に
、「
断
捨
離
」を
感
ず
る

の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。ま
さ
に
人
知
の

闇
で
あ
る（
本
誌
六
・
七
面
）。

し
か
し
、今
こ
う
や
っ
て
傍
観
し
て
い
る

私
に
対
し
て
宗
祖
は
、

弥み

陀だ

の
本
願
に
は
老ろ

う

少し
ょ
う

善ぜ
ん

悪あ
く

の
人
を
え

ら
ば
れ
ず
、た
だ
信
心
を
要よ

う

と
す
と
し

る
べ
し
。

『
歎
異
抄
』第
一
章

と
述
べ
ら
れ
る
。

弥
陀
の
根
本
の
願
い
は
、一
切
衆
生
を
救

い
た
い
と
い
う
大
慈
大
悲
の
御
心
で
あ
る
。

老
少
は
人
生
経
験
の
多
少
で
あ
り
、善
悪
は

社
会
規
範
で
あ
ろ
う
。世
間
に
あ
っ
て
は
、老

少
善
悪
の
差
異
を
損
得
の
も
の
さ
し
に
当
て

は
め
、得
な
ら
ば
選
び
取
り
、損
は
簡え

ら

び
捨
て

て
仕
分
け
る
こ
と
だ
け
に
生
き
て
い
る
。し

か
し
、い
の
ち
本
来
の
願
い
は
、老
少
善
悪
、

さ
ら
に
は
損
得
を
超
え
、簡
び
仕
分
け
る
こ

と
な
ど
到
底
で
き
な
い
歴
史
の
繋
が
り
の
な

か
に
、共
に
生
き
た
い
と
憶
う“
信

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
心
”を
回

復
す
る
こ
と
し
か
な
い
と
知
る
こ
と
だ
っ
た

の
で
あ
る
。分
け
て
知
る
こ
と
だ
け
で
生
き

て
き
た
私
に
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
喚よ

び
声

が
、た
だ「
大
切
な
こ
と
」を
要も

と
め

て
く
る
。

（
教
化
セ
ン
タ
ー
主
幹
　
荒
山 

淳
）
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震
災
が
起
き
て

私
の
自
坊
、
正
德
寺
は
古
来
よ
り
津
波
の
被

害
が
多
い
岩
手
県
陸
前
高
田
市
に
あ
り
ま
す
。

三
月
十
一
日
の
地
震
が
起
こ
っ
た
時
、
私
は
た

ま
た
ま
お
寺
に
お
り
ま
し
た
。
と
に
か
く
も
の

す
ご
い
揺
れ
だ
っ
た
の
で
「
絶
対
、
津
波
が
来

る
！
」
と
直
感
し
ま
し
た
。
咄と
っ
さ嗟
に
一
番
下
の

息
子
の
こ
と
が
頭
に
浮
か
び
、
地
震
が
止
ま
っ

た
ら
す
ぐ
に
車
に
乗
っ
て
迎
え
に
行
き
ま
し

た
。
下
校
途
中
の
息
子
た
ち
の
所
に
た
ど
り
着

く
と
、
海
沿
い
の
線
路
近
く
の
空
き
地
に
六
人

ぐ
ら
い
で
集
ま
っ
て
め
そ
め
そ
と
泣
い
て
い
ま

し
た
。
皆
を
送
り
届
け
、
今
度
は
息
子
を
乗
せ

た
ま
ま
上
の
二
人
の
娘
を
迎
え
に
学
校
へ
向
か

い
ま
し
た
。

学
校
に
着
く
と
、「
大
津
波
が
来
る
ぞ
！
」
と

い
う
防
災
無
線
が
プ
ツ
ッ
と
切
れ
ま
し
た
。
ほ

ど
な
く
校
庭
に
海
の
波
が
さ
わ
さ
わ
っ
と
来
る

の
が
見
え
て
「
こ
れ
は
危
な
い
！
」
と
一
気
に

逃
げ
出
し
ま
し
た
。
波
が
来
た
方
に
家
が
あ
る

地
区
の
子
た
ち
は
「
あ
ぁ
も
う
自
分
の
家
は
ダ

メ
だ
」
と
泣
い
て
い
ま
し
た
が
、「
と
に
か
く
逃

げ
な
き
ゃ
！
」
と
足
が
止
ま
る
の
を
叱
り
飛
ば

し
な
が
ら
近
く
の
林
の
中
に
逃
げ
込
み
ま
し

た
。
ゴ
オ
ー
ッ
と
い
う
音
と
、
沢
山
の
車
の
ク

ラ
ク
シ
ョ
ン
の
音
が
す
る
の
で
す
が
、
な
に
せ

林
の
中
な
の
で
状
況
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

泣
い
て
い
る
子
ど
も
た
ち
と
共
に
、
た
だ
そ
の

音
を
聞
い
て
い
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。林

か
ら
公
民
館
ま
で
の
抜
け
道
を
探
し
、
視

界
が
開
け
た
時
、
眼
下
は
も
う
本
当
に
一
面

「
海
」
で
し
た
。
そ
こ
は
黒
い
水
で
覆
わ
れ
、

車
も
ぷ
か
ぷ
か
浮
び
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
大

き
な
タ
ン
ク
も
ご
ろ
ご
ろ
転
が
り
、
渦
を
巻
い

て
い
る
状
態
で
し
た
。正
直
そ
れ
を
見
た
時「
う

ち
の
主
人
は
ダ
メ
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と

思
い
ま
し
た
が
、ひ
ょ
っ
こ
り
自
転
車
で
現
れ
、

「
み
ん
な
お
寺
に
避
難
し
て
き
て
開
け
て
も
ら

う
の
を
待
っ
て
い
る
か
ら
、
今
す
ぐ
戻
っ
て
き

て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
で
、
急
い
で
お
寺
に
戻

り
ま
し
た
。

そ
の
日
は
寒
い
日
で
し
た
。
雪
が
降
っ
て
き

て
空
も
暗
く
て
「
あ
ぁ
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
」

と
思
い
な
が
ら
お
寺
ま
で
歩
き
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
も
一
言
も
話
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

お
寺
を
避
難
所
に

お
寺
に
着
く
と
す
ぐ
「
ど
う
で
し
ょ
う
。
開

け
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
？
」
と
多
く
の
方
が
待

ち
か
ね
て
い
ま
し
た
。
急
ぎ
庫
裡
を
確
認
す
る

と
建
物
の
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
す

ぐ
開
け
ら
れ
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
ら
、
開
け

た
瞬
間
に
う
わ
ー
っ
と
大
勢
の
人
が
入
っ
て
き

て
、
人
数
も
数
え
ら
れ
な
い
状
況
に
な
り
ま
し

た
。ま

ず
「
と
に
か
く
炊
き
出
し
を
し
ま
す
。
お

に
ぎ
り
を
一
〇
〇
個
以
上
作
っ
て
下
さ
い
！
」

と
お
願
い
を
し
、
五
升
炊
き
の
ガ
ス
釜
で
炊
け

る
だ
け
炊
い
て
、
み
ん
な
に
順
番
に
配
っ
て
人

数
を
数
え
た
と
こ
ろ
大
体
一
五
〇
人
の
避
難
者

が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

も
う
無
我
夢
中
で
し
た
。
温
か
い
お
に
ぎ
り

を
初
日
か
ら
食
べ
ら
れ
た
こ
と
が
本
当
に
救
い

だ
っ
た
と
後
に
多
く
の
方
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
お
寺
に
あ
る
だ
け
の
布
団
を
全
て
お
年

寄
り
と
子
ど
も
に
出
し
、
若
い
方
た
ち
は
座
布

団
や
差
し
入
れ
の
毛
布
で
間
に
合
わ
せ
て
そ
の

晩
を
過
ご
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
情
報
が
全
然

入
ら
ず
、
ラ
ジ
オ
で
は
「
壊
滅
」
と
い
う
ん
で

す
が
、
そ
の
「
壊
滅
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
湧

か
な
い
。
そ
ん
な
不
安
の
中
、
そ
の
日
の
夜
を

過
ご
し
ま
し
た
。

お
寺
を
預
か
る
者
と
し
て

次
の
日
か
ら
の
二
、三
日
は
「
さ
あ
何
を
食

べ
さ
せ
よ
う
か
」
と
い
う
の
が
私
の
目
前
の
仕

事
で
し
た
。
と
に
か
く
避
難
者
が
大
勢
だ
っ
た

の
で
、
ま
ず
お
に
ぎ
り
と
漬
け
物
と
、
余
裕
が

出
て
き
た
ら
お
味
噌
汁
を
作
っ
た
り
し
ま
し

た
。
物
資
が
入
っ
て
く
る
ま
で
の
三
日
間
、
そ

う
や
っ
て
な
ん
と
か
し
の
ぎ
ま
し
た
。

最
初
、
男
性
の
方
々
は
自
分
が
積
み
上
げ
て

き
た
も
の
が
全
部
一
気
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た

状
況
を
見
て
、
呆
然
と
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
し

た
。
女
性
は
こ
う
い
う
苦
境
で
も
「
ま
ず
食
べ

さ
る
六
月
二
十
四
日
、
名
古
屋
教
区
の
寺
院
関
係
者
を
中
心
に
東
日
本
大
震
災
の
復
興
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
る
「
で
ら
ボ
ラ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ｏ
Ｙ
Ａ
」（
代
表

北
条
義
信 

氏
）
が
、
名
古
屋
教
務
所
議
事
堂
を
会
場
に
、
講
演
会
を
開
催
し
た
。

未
曾
有
の
大
震
災
か
ら
、
は
や
二
年
半
の
月
日
が
経
と
う
と
し
て
い
る
今
、
震
災
を
機
縁
に
浮
か
び
あ
が
っ
た
は
ず
の
「
大
切
な
も
の
」
が
、
個
々
の
生

活
の
底
に
再
び
埋
没
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
た
び
の
震
災
が
我
々
に
何
を
問
い
か
け
、
ど
の
よ
う
な
課
題
を
浮
び
あ
が
ら
せ
た
の
か
を
今

一
度
確
か
め
た
く
、「
で
ら
ボ
ラ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ｏ
Ｙ
Ａ
」
及
び
千
葉
寿
子
氏
の
協
力
の
も
と
、
講
演
の
抄
録
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

現代社会と真宗教化
2013年６月24日（金）　

で
ら
ボ
ラ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ｏ
Ｙ
Ａ　

公
開
講
演
会

　

お
庫
裡
さ
ん
（
避
難
所
生
活
）
奮
闘
記

　
　

今
、
生
か
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と

　
　

〜 

共
に
在
り
、
人
々
の
声
に
耳
を
澄
ま
す 

〜

仙
台
教
区
　
正
德
寺
坊
守
　

千ち

葉ば 

寿な

が

こ子 

氏 

震災後まもない正德寺近くの海の様子。（2011年3月28日撮影）
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さ
せ
な
き
ゃ
！
」
と
積
極
的
に
動
い
て
い
ま
し

た
。
そ
ん
な
中
、
私
は
「
み
ん
な
で
や
り
ま
し

ょ
う
」
と
お
願
い
を
し
、「
お
に
ぎ
り
を
作
り

ま
す
の
で
集
ま
っ
て
く
だ
さ
い
」「
水
汲
み
を

し
て
く
だ
さ
い
」
と
声
か
け
を
し
ま
し
た
。
と

に
か
く
皆
さ
ん
呆
然
と
し
て
い
る
の
で
、
私
に

指
示
を
さ
れ
て
動
く
。
最
初
の
一
週
間
は
そ
ん

な
感
じ
で
し
た
。

そ
う
し
た
様
子
を
見
て
い
る
と
、
次
第
に
取

り
ま
と
め
が
で
き
そ
う
な
人
が
分
か
っ
て
き
ま

す
。
そ
の
方
に
、「
こ
の
部
分
の
ま
と
め
役
を

し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？
」と
お
願
い
を
し
て
、

徐
々
に
仕
事
を
振
り
分
け
て
い
き
ま
し
た
。
そ

う
す
る
と
最
初
は
言
わ
れ
て
や
っ
て
い
た
だ
け

の
こ
と
が
「
こ
れ
は
こ
う
や
っ
て
や
り
ま
し
ょ

う
か
」
と
み
ん
な
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
り
合
い
な
が
ら
や
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
最
初
は
私
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
避

難
所
は
動
い
て
い
ま
し
た
が
、
徐
々
に
私
の
役

割
は
見
守
り
役
、
最
終
決
定
の
後
押
し
に
変
わ

っ
て
い
き
ま
し
た
。

共
同
生
活
の
難
し
さ

物
資
の
な
か
っ
た
当
初
、「
助
か
っ
た
だ
け

で
よ
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
た
の
が
、「
食
べ

ら
れ
れ
ば
い
い
」
に
な
り
、「
お
風
呂
に
も
入

り
た
い
な
ぁ
」「
き
れ
い
な
服
も
着
た
い
な
ぁ
」

と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
歯
ブ
ラ
シ
を
物
資

と
し
て
請
求
し
て
も
十
本
く
ら
い
し
か
届
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
気
が
利
く
人
は
「
あ
そ
こ
に
歯

ブ
ラ
シ
あ
る
よ
ね
」
と
欲
し
が
る
の
で
す
が
、

う
ち
で
は
全
員
に
配
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は

徹
底
し
て
渡
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
ま
で
仲
良

く
付
き
合
っ
て
い
た
お
隣
さ
ん
が
歯
ブ
ラ
シ
一

本
、
パ
ン
ツ
一
枚
で
背
を
向
け
る
、
喧
嘩
す
る

と
い
う
姿
が
多
く
の
避
難
所
で
見
ら
れ
た
そ
う

で
す
。
長
年
培
っ
て
き
た
も
の
が
壊
れ
て
し
ま

わ
な
い
よ
う
に
、
そ
の
点
は
十
分
配
慮
し
徹
底

し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
中
国
の
留
学
生
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
か

ら
嫁
い
で
き
た
方
も
避
難
に
来
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
の
文
化
的
な
感
覚
を
理
解
し
て
も
ら
う
の

に
と
て
も
気
を
配
り
ま
し
た
。
例
え
ば
食
事
を

配
る
際
、
最
初
に
「
お
年
寄
り
と
お
子
さ
ん
か

ら
来
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
も
、
我
先
に
と

二
十
代
の
若
者
が
や
っ
て
き
ま
す
。「
弱
い
者

の
順
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
い
。
限
ら
れ

た
物
資
で
食
事
を
作
っ
て
い
て
も
、
み
ん
な
の

前
で
自
分
だ
け
カ
ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
よ
う

と
す
る
。「
み
ん
な
と
同
じ
」
と
い
う
こ
と
が

分
か
ら
な
い
。
共
同
生
活
で
す
の
で
、
そ
う
い

っ
た
こ
と
で
も
い
ろ
い
ろ
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
「
記
録
を
残
す
」
と
い
う
こ
と
も
と
て

も
大
事
で
し
た
。
最
初
は
菓
子
パ
ン
や
食
パ
ン

な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
た
物
資
も
、

日
々
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
し
か
入
っ
て
こ
な
く
な

る
。
ど
う
し
て
も
食
事
に
偏
り
が
出
て
き
ま
す

の
で
、い
つ
何
を
食
べ
た
の
か
分
か
る
よ
う
に
、

メ
ニ
ュ
ー
を
記
録
に
と
り
ま
し
た
。
保
健
師
さ

ん
が
巡
回
に
来
ら
れ
た
時
、「
大
変
な
状
況
の

中
、
バ
ラ
ン
ス
の
い
い
食
事
を
と
っ
て
お
ら
れ

ま
す
ね
。
栄
養
状
態
が
分
か
る
の
で
助
か
り
ま

す
。
ぜ
ひ
続
け
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
の
で
、
解
散
式
の
前
ま
で
の
五
ヶ
月
間
、
記

録
を
と
り
続
け
ま
し
た
。

役
割
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ

ト
イ
レ
を
一
部
の
方
々
が
率
先
し
て
掃
除
を

し
て
く
れ
ま
し
た
。す
る
と
そ
れ
に
倣
っ
て「
私

も
お
手
伝
い
し
よ
う
」
と
手
伝
っ
て
く
れ
る
の

で
す
。
そ
う
い
っ
た
形
で
自
然
に
役
割
が
広
が

り
、
分
担
が
決
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

「
仕
事
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
避
難
生

活
を
送
る
上
で
と
て
も
良
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
や
は
り
役
割
を
持
つ
と
自
分
も
避
難
所
の

中
の
家
族
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
が
出
ま
す
。

そ
う
な
っ
て
く
る
と
日
常
を
取
り
戻
す
た
め
の

訓
練
、
リ
ハ
ビ
リ
と
い
う
こ
と
に
す
ご
く
役
立

っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

こ
の
「
み
ん
な
が
役
割
を
持
っ
て
働
く
」
と

い
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
公
の
避
難
所
で
は
で
き

な
か
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
配

ら
れ
て
き
た
ご
飯
を
取
り
に
い
っ
て
、食
べ
て
、

何
を
す
る
わ
け
で
も
な
く
一
日
が
終
わ
る
。
掃

除
も
自
分
た
ち
で
し
な
く
て
も
い
い
。
た
だ
た

だ
「
居
る
だ
け
」。
ど
ん
よ
り
と
し
て
い
て
、

な
に
か
調
子
が
悪
い
と
訴
え
て
い
る
。
う
ち
で

は
お
年
寄
り
も
元
気
で
し
た
。
昼
間
な
ん
か
縁

側
の
お
日
さ
ま
の
あ
た
る
と
こ
ろ
に
ズ
ラ
ー
ッ

と
並
ん
で
、走
り
回
る
子
ど
も
た
ち
を
「
は
ぁ
、

い
い
ね
ぇ
」と
ニ
コ
ニ
コ
見
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
だ
け
見
て
い
る
と
と
て
も
避
難
所
に
見
え

な
い
和
や
か
な
空
気
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。

人
と
の
関
わ
り
が
開
く
も
の

震
災
初
日
の
と
て
も
寒
い
夜
、
な
ぜ
か
窓
が

開
い
て
い
ま
し
た
。
お
か
し
い
な
と
思
っ
て
閉

め
る
と
「
な
ん
で
タ
バ
コ
臭
い
の
を
そ
の
ま
ま

に
し
と
く
ん
だ
よ
！
」
と
怒
鳴
ら
れ
ま
し
た
。

彼
は
元
々
近
所
に
住
む
A
さ
ん
と
い
う
男
性
で

普
段
か
ら
フ
ー
ド
を
目
深
に
か
ぶ
り
マ
ス
ク
を

し
て
出
歩
く
一
見
不
審
者
の
よ
う
な
人
で
し

た
。
A
さ
ん
は
ト
ラ
ブ
ル
を
度
々
起
こ
し
ま
し

た
が
、
実
は
水
汲
み
や
草
取
り
を
よ
く
や
っ
て

く
れ
る
人
で
し
た
。
好
き
な
こ
と
は
自
分
の
ペ

ー
ス
で
一
生
懸
命
や
る
け
れ
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
と
る
の
が
苦
手
な
方
で
し
た
。
う

ち
の
息
子
が
ち
ょ
っ
と
い
た
ず
ら
を
し
た
時
、

「
絶
対
俺
ん
と
こ
に
寄
っ
て
く
ん
な
！
」
と
怒

鳴
ら
れ
ま
し
た
。
私
と
息
子
で
謝
り
に
行
き
ま

し
た
が
「
も
う
い
い
！
」
と
一
蹴
さ
れ
ま
し
た
。

で
す
が
次
の
日
、
住
職
に
「
昨
日
は
ち
ょ
っ
と

言
い
過
ぎ
た
。
申
し
訳
な
か
っ
た
」
と
謝
っ
て

い
た
そ
う
で
す
。

同
じ
釜
の
飯
を
食
べ
て
一
緒
に
寝
食
を
共
に

し
て
い
る
と
少
し
ず
つ
心
が
開
い
て
い
き
ま

す
。
Ａ
さ
ん
は
プ
ラ
モ
デ
ル
を
作
る
の
が
と
て

も
上
手
で
し
た
。
そ
れ
を
庫
裡
の
玄
関
に
順
番

に
並
べ
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
に
う
ち
の
息
子
が

す
ご
く
反
応
し
て
「
い
や
ぁ
す
ご
い
！
」
と
喜

ん
で
い
ま
し
た
。
家
族
で
出
か
け
た
時
に
「
Ａ

さ
ん
と
一
緒
に
作
る
か
ら
プ
ラ
モ
デ
ル
が
ほ
し

い
！
」
と
言
っ
た
の
で
買
っ
て
帰
る
と
、
車
か

ら
降
り
た
瞬
間
に
避
難
所
の
入
り
口
に
向
か
っ

て
「
Ａ
さ
ー
ん
！
買
っ
て
き
た
よ
ー
！
」
Ａ
さ

ん
も
「
お
ぉ
！
」
と
言
っ
て
そ
こ
か
ら
二
人
で

一
緒
に
い
そ
い
そ
と
プ
ラ
モ
デ
ル
を
作
っ
て
い

ま
し
た
。

「
い
い
な
ぁ
、
人
と
関
わ
る
こ
と
で
こ
ん
な

に
変
わ
る
ん
だ
な
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

正德寺の庫裡に置かれた物資の数々
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た
ま
た
ま
私
た
ち
の
い
な
い
日
の
夜
に
い
ざ
こ

ざ
が
あ
り
、出
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
最

後
ま
で
こ
こ
に
い
た
ら
い
い
の
に
」
と
言
っ
た

の
で
す
が
、
譲
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
昼
間

に
ひ
ょ
こ
っ
と
顔
を
出
し
て
み
ん
な
と
お
茶
を

飲
む
彼
が
い
ま
し
た
。
最
初
は
不
審
者
だ
と
思

っ
て
い
た
人
も
た
っ
た
五
ヶ
月
で
そ
こ
ま
で
変

わ
る
。
傷
つ
け
ら
れ
る
の
も
人
か
ら
で
す
が
、

癒
さ
れ
る
の
も
人
と
の
関
わ
り
な
ん
だ
と
い
う

こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

私
の
子
ど
も
た
ち
に
も
最
後
ま
で
避
難
所
で

一
緒
に
生
活
さ
せ
ま
し
た
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
無

理
を
さ
せ
ま
し
た
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
こ
と

は
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
で
き
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
知
っ
て
ほ
し
い
、
心
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
体
で
感
じ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、

最
後
ま
で
避
難
所
で
の
生
活
を
押
し
通
し
ま
し

た
。
一
年
後
に
書
い
た
作
文
に
は
「
と
て
も
大

変
で
嫌
だ
っ
た
け
ど
、
も
し
同
じ
状
況
に
な
っ

た
ら
私
も
両
親
と
同
じ
よ
う
に
お
寺
を
開
き
た

い
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
避
難
所
生

活
と
い
う
経
験
は
、
と
て
も
大
変
だ
っ
た
け
れ

ど
、
忘
れ
ら
れ
な
い
大
切
な
も
の
だ
っ
た
ん
だ

と
私
自
身
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

避
難
所
の
そ
の
後
、

被
災
地
の
お
寺
と
し
て

そ
の
後
、
七
月
末
に
避
難
所
の
解
散
式
を
行

い
ま
し
た
。し
か
し
お
寺
が
日
常
に
戻
っ
て
も
、

お
講
当
番
が
被
災
地
区
に
あ
た
る
月
は
定
例
布

教
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
の
で
十
一
月

の
報
恩
講
は
ど
う
な
る
か
と
心
配
だ
っ
た
の
で

す
が
、
被
災
し
て
い
な
い
方
々
が
「
こ
ん
な
時

こ
そ
頑
張
ん
な
き
ゃ
！
」
と
言
っ
て
来
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
そ
ん
な
に
お
寺
に

関
わ
り
が
な
か
っ
た
方
々
が
、
き
ち
っ
と
お
手

伝
い
に
来
て
く
だ
り
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た

で
す
。
そ
れ
だ
け
で
も
「
お
寺
を
開
け
た
甲
斐

が
あ
っ
た
な
」
と
そ
の
年
の
報
恩
講
は
本
当
に

格
別
の
思
い
が
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
避
難
者
の
間
に
一
体
感
が

生
ま
れ
た
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
時
が
経
つ
に

つ
れ
て
、
状
況
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
自

力
で
再
建
し
た
人
も
い
れ
ば
、
ま
だ
仮
設
住
宅

に
い
て
見
通
し
が
立
た
な
い
人
も
い
る
。
被
災

が
な
い
人
も
い
れ
ば
、
ま
だ
行
方
不
明
の
家
族

が
い
る
方
も
い
る
。
そ
こ
で
ど
ん
ど
ん
線
が
引

か
れ
て
い
っ
て
、
言
葉
一
つ
で
す
れ
違
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
同
じ
被
災
地
に
あ
り
な
が
ら
「
あ

な
た
は
被
災
し
て
な
い
か
ら
ね
」「
家
族
が
亡

く
な
っ
て
な
い
か
ら
ね
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う

と
本
当
に
苦
し
い
。
そ
う
い
う
行
政
で
掬す
く

い
と

れ
な
い
人
た
ち
の
思
い
を
吐
き
出
せ
る
場
が
お

寺
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ

の
た
め
に
も
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
勤
め
て
い

く
。
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
皆
さ
ん
の
心

の
依
り
処
に
な
る
。
こ
こ
に
来
れ
ば
震
災
前
と

同
じ
日
常
が
あ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
出

せ
る
よ
う
な
場
に
な
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も

や
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
了
）

（
文
責
編
集
部
）

④

約五ヶ月間続いた避難所の解散式の様子
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震
災
発
生
当
初
か
ら
今
ま
で
、
被
災
地
で
は
何
が

起
き
た
の
か
。
愛
す
る
人
と
の
突
然
の
死
別
、
無
惨

に
も
瓦
礫
の
山
と
化
し
た
町
並
み
、
我
慢
を
強
い
ら

れ
る
避
難
所
や
仮
設
住
宅
で
の
生
活
な
ど
、
こ
れ
ま

で
幾
度
も
痛
ま
し
い
現
地
の
状
況
が
報
道
さ
れ
て
き

た
。私

は
震
災
後
三
〜
五
週
間
の
時
期
に
被
災
地
へ
入

っ
た
。
そ
こ
で
目
の
あ
た
り
に
し
た
の
は
、
あ
ま
り

に
大
き
な
悲
し
み
を
受
け
止
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、

築
き
上
げ
て
き
た
全
て
を
失
い
、
そ
し
て
次
に
は
全

て
の
物
を
与
え
ら
れ
、
ひ
た
す
ら
一
方
的
に
「
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
頭
を
下
げ
続
け
、
生
き
る

意
味
、
自
己
の
価
値
を
見
失
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。

私
は
か
け
る
言
葉
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
家
も
仕
事
も
地
域
も
家
族
も
失
っ

て
し
ま
っ
た
人
た
ち
の
心
の
奥
底
か
ら
次
第
に
「
生

ま
れ
て
き
た
か
ら
に
は
胸
を
張
っ
て
生
き
て
い
き
た

い
ん
だ
」「
必
要
と
さ
れ
た
い
ん
だ
」
と
い
う
自
己
の

尊
厳
の
回
復
を
願
う
心
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
様
を

見
た
。
そ
の
こ
と
に
立
ち
あ
え
た
こ
と
は
、
私
に
と

っ
て
非
常
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
体
験
で
あ
っ
た
。

千
葉
さ
ん
の
講
演
で
も
語
ら
れ
た
が
、
避
難
所
の

空
き
地
で
駆
け
回
る
子
ど
も
た
ち
を
眺
め
た
り
、
い

ろ
ん
な
世
代
が
入
り
交
じ
っ
て
の
避
難
所
で
の
共
同

生
活
中
「
な
ん
だ
か
昔
み
た
い
で
懐
か
し
い
な
」
と

つ
ぶ
や
く
お
年
寄
り
の
声
が
あ
っ
た
と
た
び
た
び
耳

に
し
た
。
次
第
に
避
難
所
で
は
個
人
の
ス
ペ
ー
ス
を

区
切
ら
れ
、
仮
設
住
宅
で
は
や
っ
と
家
族
だ
け
の
生

活
を
取
り
戻
せ
た
と
喜
ぶ
反
面
、「
ま
た
寂
し
い
生

活
に
も
ど
っ
ち
ま
っ
た
な
ぁ
」
と
つ
ぶ
や
く
声
も
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
た
だ
の
懐
古
主
義
で
は
な
く
、

幾
多
の
苦
し
み
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
き
た
人
々

が
、
ど
う
か
次
代
に
つ
な
ぎ
続
け
て
ほ
し
い
と
願
う

「
大
切
な
も
の
」
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
壮
絶

な
震
災
の
爪
痕
に
目
を
奪
わ
れ
て
な
か
な
か
気
づ
き

得
な
か
っ
た
、
残
さ
れ
た
人
々
の
心
の
痛
み
の
根
は

「
居
場
所
の
喪
失
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

互
い
に
役
割
を
持
ち
、
認
め
合
い
、
支
え
合
い
、
関

わ
り
の
中
で
個
々
の
い
の
ち
を
全
う
す
る
こ
と
を
許

さ
れ
た
場
、「
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
」
と
身
が
悦

ぶ
場
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
講
演
の
中
で
千
葉
さ
ん
は
、
避
難
者
に

「
役
割
を
与
え
る
」
こ
と
を
通
し
て
、「
あ
な
た
は

こ
こ
の
家
族
な
ん
だ
よ
。
あ
な
た
は
必
要
な
ん
だ

よ
」
と
伝
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
結

果
と
し
て
避
難
者
の
み
な
ら
ず
、
千
葉
さ
ん
自
身

も
一
緒
に
生
活
を
営
み
、
他
と
関
わ
っ
て
い
く
中
に

こ
そ
、
自
己
の
い
の
ち
の
輝
く
場
が
あ
る
こ
と
を

見
出
し
て
い
っ
た
よ
う
に
お
見
受
け
し
た
。
な
ぜ

な
ら
想
像
を
絶
す
る
厳
し
い
生
活
だ
っ
た
で
あ
ろ

う
避
難
所
生
活
を
、
と
て
も
生
き
生
き
と
語
っ
て

お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
身
の
担
っ
て
い

る
役
割
を
関
わ
り
の
中
で
歩
ん
で
い
こ
う
と
し
て

お
ら
れ
る
姿
を
拝
見
し
、
私
は
非
常
に
感
銘
を
う

け
た
。
そ
し
て
、
正
德
寺
に
お
い
て
震
災
を
機
に

広
が
り
を
み
せ
た
朋
に
生
き
る
世
界
は
、
避
難
所

の
解
散
で
終
わ
る
こ
と
な
く
、「
地
域
に
と
っ
て
、

そ
こ
に
集
う
人
々
に
と
っ
て
、
お
寺
と
は
？
」
と
い

う
新
た
な
課
題
を
背
負
っ
て
歩
み
続
け
る
千
葉
さ

ん
に
、
多
大
な
勇
気
を
い
た
だ
い
た
。

改
め
て
思
う
。
一
人
ひ
と
り
の
「
居
場
所
」
と
な

る
朋
に
生
き
る
世
界
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、

果
た
し
て
津
波
の
牙
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
寺
院
が
マ

イ
ホ
ー
ム
化
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
昨
今
、
多
く
の

気
づ
き
と
問
い
か
け
を
い
た
だ
い
た
講
演
で
あ
っ
た
。

�

（
業
務
嘱
託　

黒
田�

真
慈
）

取
材
を
終
え
て
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私
に
と
っ
て
ご
本
尊
と
は
？

　
︱
真
宗
門
徒
講
座
の

担
当
を
終
え
て
︱

本
年
度
の
真
宗
門
徒
講
座
は
「
真
宗
門
徒
の

く
ら
し
と
つ
と
め
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、

教
化
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
と
受
講
さ
れ
て
い
る

皆
様
が
双
方
向
で
作
り
上
げ
て
い
く
講
座
で

す
。
私
は
第
二
回
の
講
座
を
担
当
さ
せ
て
い
た

だ
き
、「
私
に
と
っ
て
ご
本
尊
と
は
」
と
い
う

課
題
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
講
座
を
担
当
す
る

に
あ
た
り
、
普
段
な
に
げ
な
く
向
き
合
っ
て
い

る
ご
本
尊
を
も
う
一
度
じ
っ
く
り
観
察
し
な
お

す
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
講
座
当
日

は
、
受
講
者
の
皆
様
に
も
マ
イ
ク
を
向
け
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
本
尊
観
に
つ
い

て
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
講
座
の
中
で

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
言
葉
や
文
字
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
自
分
自
身
も
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ

た
ご
本
尊
へ
向
き
合
う
姿
勢
が
見
え
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

真
宗
の
本
尊
は
方
便
法
身
尊
形
と
言
わ
れ
ま

す
。
本
当
に
「
尊
い
こ・

と・

」
を
「
尊
い
も・

の・

」

と
し
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。「
尊
い

こ
と
」
が
阿
弥
陀
様
と
い
う
お
姿
で
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
に
す
る
こ
と
は

簡
単
で
、
知
識
で
は
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で

い
ま
し
た
が
、
実
感
と
し
て
今
こ
こ
に
阿
弥
陀

様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
と
い
う
感
覚
を
持
つ

こ
と
が
で
き
な
い
自
分
が
い
ま
し
た
。
今
回
課

題
を
い
た
だ
い
て
、
阿
弥
陀
様
の
お
顔
、
手
の

形
、
背
景
、
周
り
の
お
荘
厳
な
ど
、
あ
ら
た
め

て
よ
く
観
察
し
ま
し
た
。
今
回
の
講
座
を
終
え

た
後
も
、
残
念
な
が
ら
未
だ
実
感
を
持
て
て
い

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
だ
ひ
と
つ
だ
け
は
っ
き

り
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
自

分
自
身
の
姿
で
す
。

阿
弥
陀
様
は
泥
の
上
に
し
か
咲
か
な
い
蓮
の

上
に
立
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
闇
の
中
か

ら
四
十
八
本
の
後
光
が
私
に
向
か
っ
て
差
し
て

い
ま
す
。
ご
本
尊
の
中
で
闇
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
部
分
と
、
蓮
の
下
に
あ
る
で
あ
ろ
う
淤お

泥で
い

は
、
普
段
の
自
分
自
身
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る

と
思
い
ま
し
た
。
阿
弥
陀
様
が
泥
の
上
の
蓮
台

に
立
ち
、
そ
の
闇
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
の
だ
と
す
れ
ば
、
ど
こ
か
遠
く
の
世
界
の
こ

と
で
は
な
く
、
私
の
中
に
こ
そ
立
っ
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

今
回
こ
の
講
座
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
、
ご
本
尊
に
向
か
っ
て
手
を
合
せ
る
と
い
う

こ
と
を
あ
ら
た
め
て
考
え
た
時
、
ご
先
祖
や
い

の
ち
へ
の
感
謝
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
を
通

じ
て
私
自
身
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
と
向
き
合
う

こ
と
の
で
き
る
時
間
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

（
第
九
期
研
究
生　

堂た

宮み
や�

淳あ
つ
の
り賢
）

お
寺
は
楽
し
い
と
こ
ろ
！

　
︱
子
ど
も
奉
仕
団
に

参
加
し
て
発
見
︱

八
月
五
日
か
ら
六
日
に
開
催
さ
れ
た
「
真
宗

本
廟
子
ど
も
奉
仕
団
」
に
引
率
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
参
加
し
ま
し
た
。
参
加
し
た
子
ど
も
の
中
に

は
、
初
め
て
自
分
一
人
で
泊
る
と
い
う
子
や
、

キ
ャ
ン
プ
な
ど
で
お
泊
り
に
は
慣
れ
て
い
る
子

な
ど
様
々
で
し
た
が
、
今
回
は
十
四
人
の
子
ど

も
全
員
が
、
東
本
願
寺
に
泊
る
の
は
初
め
て
の

経
験
で
し
た
。

私
の
所
属
す
る
十
三
組
で
は
、
三
年
前
か
ら

組
の
事
業
と
し
て
「
子
ど
も
奉
仕
団
」
へ
の
参

加
を
募
っ
て
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
初
め

て
の
参
加
だ
っ
た
の
で
、「
子
ど
も
た
ち
が
馴

染
ん
で
く
れ
る
か
」「
体
調
を
崩
さ
な
い
か
」

な
ど
、
と
て
も
心
配
し
て
い
ま
し
た
。

同
朋
会
館
に
到
着
後
、
引
率
し
た
子
ど
も
た

ち
は
、
全
国
か
ら
参
加
し
た
他
の
子
ど
も
た
ち

と
交
流
す
る
た
め
に
、バ
ラ
バ
ラ
の
班
に
な
り
、

子
ど
も
た
ち
は
不
安
そ
う
な
顔
で
そ
れ
ぞ
れ
の

班
へ
分
か
れ
て
行
き
ま
し
た
。「
馴
染
ん
で
く

れ
る
か
な
？
」
と
い
う
心
配
を
よ
そ
に
、
さ
っ

そ
く
新
し
い
友
だ
ち
と
仲
良
く
な
り
、
ス
タ
ッ

フ
の
お
兄
さ
ん
や
お
姉
さ
ん
に
も
慣
れ
、
楽
し

い
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
姿
に
安
堵
し
ま
し

た
。私

は
、今
ま
で
本
山
に
参
る
機
会
が
少
な
く
、

本
山
と
言
え
ば
、「
厳
粛
な
法
要
等
が
勤
め
ら

れ
る
堅
い
場
所
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
し
か
も
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
団
体
参
拝
で
一
緒
に
お

参
り
し
た
お
年
寄
り
か
ら
の
「
お
参
り
出
来
て

よ
か
っ
た
」
と
い
う
声
は
時
折
耳
に
し
て
い
ま

し
た
が
、
今
回
引
率
し
た
子
ど
も
た
ち
に
、「
楽

し
い
！
」
の
声
と
笑
顔
が
こ
ぼ
れ
る
場
所
だ
と

い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

帰
路
、「
ま
た
来
年
も
来
た
い
！
」
と
い
う

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
か
ら
、
ほ
と
け
さ
ま
の
も

と
で
共
に
過
ご
し
た
二
日
間
は
、
夏
休
み
の
と

て
も
よ
い
思
い
出
と
な
っ
た
の
だ
な
と
嬉
し
く

思
い
ま
し
た
。

お
念
仏
、
お
寺
が
相
続
さ
れ
て
き
た
歴
史
の

な
か
に
は
、
お
寺
に
集
っ
て
「
楽
し
い
！
」
と

い
う
思
い
も
あ
る
の
だ
な
と
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

�

（
第
九
期
研
究
生　

藤ふ
じ
わ
ら原�

猶ゆ
う
せ
い誠
）

研
究
生
活
動
報
告

参加者を前に話をする様子

みんなで一緒に雑布かけ
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教
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、
平
和
展
の
学
び
を
社

会
に
伝
え
る
べ
く
、
毎
年
こ
の
展
示
会
に
出
展

し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、「
仏
教
と
戦
争
協
力

―
占
領
地
の
「
開
教
」
―
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ

ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
北
京
別
院
の
開
設
に
尽

力
し
た
藤
井
静
宣
（
豊
橋
市
淨
圓
寺
、

一
八
九
六
年
〜
一
九
七
一
年
）
と
い
う
一
人
の

人
物
を
中
心
に
取
り
上
げ
、占
領
地
の
「
開
教
」

と
戦
争
協
力
を
考
え
ま
し
た
。

大
谷
派
に
よ
る
近
代
以
降
の
「
海
外
開
教
」

は
、
一
八
七
〇
年
代
に
小
栗
栖
香
頂
が
上
海
で

活
動
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
こ
れ
は
、
他
宗

派
に
先
駆
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。以
後
、

大
谷
派
は
天
津
や
大
連
、「
朝
鮮
」
な
ど
で
「
開

教
」
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
十
五
年
戦
争
期

に
入
る
と
、
日
本
軍
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
「
占

領
地
」
や
「
植
民
地
」
の
拡
大
に
同
調
す
る
「
開

教
」
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

十
五
年
戦
争
は
、
満
州
事
変
（
一
九
三
一
年

九
月
十
八
日
）
か
ら
敗
戦
ま
で
の
約
十
五
年
間

の
間
を
「
戦
時
中
」
と
捉
え
る
歴
史
観
で
、
日

米
開
戦
以
後
の
み
が
「
戦
時
中
」
で
は
な
く
、

満
州
事
変
か
ら
「
満
洲
国
」
の
建
国
、
日
中
戦

争
、
日
米
開
戦
へ
と
戦
争
が
連
続
し
て
い
る
と

考
え
ま
す
。
真
珠
湾
攻
撃
以
後
の
「
大
東
亜
戦

争
」
の
み
を
戦
争
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア

に
対
す
る
「
加
害
」
が
隠
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。

日
中
戦
争
が
始
ま
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
盧ろ

溝こ
う
き
ょ
う
橋
事
件
（
一
九
三
七
年
七
月
七
日
）
か
ら

約
四
ヶ
月
後
の
十
一
月
二
日
、
大
谷
派
は
北
京

に
別
院
を
開
設
し
ま
し
た
。
小
栗
栖
が
上
海
で

「
開
教
」
し
た
時
期
を
含
め
、
大
谷
派
は
、
数

度
に
わ
た
っ
て
北
京
へ
教
線
を
拡
大
す
る
こ
と

を
試
み
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
ス
ム
ー

ズ
に
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
事
実
を
鑑
み

る
と
、
異
例
の
ス
ピ
ー
ド
で
別
院
が
設
置
さ
れ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
開
設
に
尽
力
し
た

人
物
が
藤
井
静
宣
で
す
。
彼
は
盧
溝
橋
事
件
の

五
日
後
の
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
七
月

十
三
日
に
、
大
谷
派
か
ら
日
中
戦
争
の
慰
問
を

命
じ
ら
れ
、
翌
十
四
日
に
は
、
満
州
開
教
監
督

の
藤
岡
了
淳
と
と
も
に
、
日
本
軍
と
居
留
民
を

慰
問
す
る
よ
う
「
特
派
」
の
任
を
う
け
ま
し
た
。

翌
八
月
七
日
に
は
、
従
軍
布
教
を
命
じ
ら
れ
ま

し
た
。
占
領
地
の
最
前
線
で
大
谷
派
と
し
て
行

動
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で
す
。

そ
も
そ
も
藤
井
は
、
戦
争
や
大
谷
派
の
「
海

外
開
教
」
を
理
由
に
中
国
へ
と
渡
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
九
二
七（
昭
和
二
）

年
に
大
陸
に
足
を
踏
み
入
れ
ま
し
た
が
、
外
務

省
の
特
別
給
費
留
学
生
と
い
う
身
分
で
中
国
語

研
修
と
中
国
仏
教
を
研
究
す
る
た
め
、
上
海
の

東
亜
同
文
書
院
と
北
京
大
学
で
学
び
ま
し
た
。

そ
の
成
果
を
『
支
那
最
近
之
宗
教
迫
害
事
情
』

（
一
九
三
一
年
）
と
し
て
上
梓
し
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
私
的
な
理
由
で
中
国
に
渡
っ
て
い
た
の

で
す
。
そ
し
て
、
中
国
語
を
身
に
つ
け
、
中
国

仏
教
に
も
詳
し
い
藤
井
が
大
谷
派
か
ら
開
教
使

に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
一
九
三
七
（
昭
和

十
二
）
年
十
一
月
二
十
三
日
。
同
じ
日
、
中
国

北
京
別
院
輪
番
に
任
命
さ
れ
、
藤
井
は
大
谷
派

を
代
表
す
る
立
場
と
し
て
中
国
の
地
で
活
動
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
頃
の
「
海
外
開
教
」
は
国
策
に
基
づ
く

活
動
し
か
許
さ
れ
ず
、
宗
教
の
布
教
よ
り
も
宣せ
ん

撫ぶ

活
動
に
重
点
が
置
か
れ
、
学
校
を
設
立
し
た

り
と
い
っ
た
、
反
日
感
情
を
持
つ
中
国
人
に
対

し
て
懐
柔
す
る
よ
う
な
活
動
を
し
ま
し
た
。
そ

の
一
つ
と
し
て
大
谷
派
は
一
九
三
八
（
昭
和

十
三
）
年
九
月
十
七
日
に
、
北
京
覚か
く
せ
い生
女
子
中

学
校
を
開
校
し
ま
し
た
。
こ
の
学
校
は
、

一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
十
二
月
十
八
日
に
成

立
し
た
地
方
政
権
「
冀き
さ
つ察
政
務
委
員
会
」
の
重

要
人
物
、
陳
覚
生
の
遺
産
を
も
と
に
創
設
さ
れ

た
女
学
校
で
す
。
中
国
式
の
初
級
三
年
・
高
級

三
年
の
六
年
一
貫
制
中
学
校
で
、
小
学
校
（
河

北
省
立
通
県
師
範
学
校
付
属
小
学
校
を
接
収
）

を
付
属
し
て
い
ま
し
た
。
校
長
の
陳
鮑
蕙
（
陳

覚
生
夫
人
）
を
は
じ
め
、
中
国
人
教
師
が
携
わ

り
ま
し
た
が
、
大
谷
智
子
裏
方
が
名
誉
校
長
に

就
任
す
る
な
ど
実
質
的
な
経
営
は
大
谷
派
が
握

り
、
生
徒
に
は
日
本
語
教
育
が
徹
底
さ
れ
ま
し

た
。
修
学
旅
行
で
は
日
本
を
訪
れ
「
日
中
交
流
」

を
行
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
活
動
が
、
宣
撫
活

動
で
す
。「
日
中
交
流
」
は
、「
平
和
の
た
め
」

だ
と
言
っ
て
も
、
宣
撫
工
作
の
一
つ
で
あ
り
、

宗
門
に
よ
る
戦
争
協
力
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。

こ
の
様
な
活
動
に
携
わ
っ
た
藤
井
が
自
ら
、

そ
れ
を
望
ん
で
い
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
確
認
す
べ
き
こ
と

は
、
戦
争
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
彼
が
そ
う
し

た
立
場
に
置
か
れ
て
い
っ
た
事
実
で
す
。
戦
争

は
一
人
の
人
間
の
人
生
を
大
き
く
変
化
さ
せ
ま

す
。寺
院
や
僧
侶
も
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

思
想
や
哲
学
、
宗
教
も
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
戦
争
協
力
は
「
消
し
去
り
た
い
過
去
」
で

す
。
そ
う
し
た
事
実
を
含
む
歴
史
を
調
べ
、
公

表
し
て
い
く
こ
と
へ
の
抵
抗
感
を
私
自
身
も
持

っ
て
い
ま
す
。
追
求
す
る
こ
と
に
ど
ん
な
意
味

が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
過
去
に
目
を
瞑つ
む

る
こ
と
は
未
来

に
も
目
を
瞑
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

戦
時
中
の
寺
院
や
僧
侶
は
、
一
般
市
民
と
同

じ
よ
う
に
空
襲
を
受
け
る
な
ど
の
被
害
を
蒙こ
う
むり

ま
し
た
。
し
か
し
、
も
う
少
し
視
野
を
広
げ
て

み
る
と
、
戦
争
の
被
害
者
と
し
て
の
立
場
だ
け

で
は
な
く
、
国
家
と
一
体
に
な
っ
て
戦
争
に
関

係
し
た
事
実
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

歴
史
を
知
り
、「
明
日
は
我
が
身
」
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
続
け
る
こ
と
が
、
平
和
展
の
方
向

性
で
す
。

な
お
、
今
回
の
展
示
に
あ
た
っ
て
、
藤
井
静

宣
ご
子
息
で
淨
圓
寺
前
住
職
の
藤
井
宣
丸
氏
に

資
料
「
覚
生
女
学
院
写
真
」
の
ご
提
供
を
頂
き

ま
し
た
。

（
研
究
員　

新
野�

和
暢
）

「あいち・平和のための戦争展」の教化センターのコーナー

去
る
八
月
十
一
日
か
ら
十
四
日
に
か
け
て
、
名
古
屋
市
公
会
堂
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
「
第

二
十
三
回
あ
い
ち
・
平
和
の
た
め
の
戦
争
展
」
に
今
年
も
出
展
。

こ
の
展
示
会
に
は
、
熱
田
や
半
田
の
空
襲
な
ど
地
域
目
線
で
戦
争
を
語
り
継
い
だ
り
、
原
子
力
発

電
な
ど
の
現
代
社
会
の
問
題
を
指
摘
す
る
四
十
以
上
の
団
体
が
参
加
し
、
四
日
間
の
開
催
期
間
中
に

お
よ
そ
一
八
〇
〇
人
の
方
々
が
来
場
し
た
。

「
あ
い
ち・平
和
の
た
め
の
戦
争
展
」に
出
展

大谷派の近現代史
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二
〇
一
三
年
八
月
二
日
、
教
化
セ
ン
タ
ー
関
係

者
を
対
象
に
し
た
研
修
会
「
差
別
と
私

−

差
別
語

に
学
ぶ

−

」
を
開
催
し
た
。
こ
の
研
修
会
は
、
教

化
セ
ン
タ
ー
が
行
う
教
化
事
業
の
学
習
会
で
差

別
言
辞
が
公
然
と
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
危

機
感
か
ら
開
催
し
た
も
の
で
あ
る
。
差
別
問
題
に

つ
い
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
人
権
尊
重
の
精
神
に

立
ち
帰
る
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、「
親
鸞
は

弟
子
一
人
も
も
た
ず
そ
う
ろ
う
」
と
、
徹
底
し
て

平
等
の
立
場
か
ら
念
仏
道
を
顕
か
に
さ
れ
た
親

鸞
聖
人
の
教
え
を
い
た
だ
く
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
問
題
の
重
要
性
を
鑑
み
、
研
修
会
に
参
加
し

た
職
員
や
研
究
員
、
研
究
生
だ
け
で
な
く
、
教

区
内
外
の
皆
さ
ま
方
に
ご
報
告
申
し
上
げ
る
と

と
も
に
、
今
後
の
方
向
性
を
示
し
て
お
き
た
い
。

問
題
の
経
緯

教
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、
教
化
事
業
の
一
つ
と

し
て「
平
和
展
」を
開
催
し
て
い
る
。「
平
和
展
」

は
、
過
去
の
事
実
を
振
り
返
る
こ
と
で
、
現
代

に
生
き
る
私
た
ち
の
問
題
と
向
き
合
う
、
未
来

の
平
和
へ
の
取
り
組
み
で
あ
る
。
四
半
世
紀
に

及
ぶ
「
平
和
展
」
で
は
、「
開
教
」
の
名
の
も

と
に
行
わ
れ
た
大
谷
派
の
教
化
が
、
過
去
の
植

民
地
支
配
が
差
別
性
を
持
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と

を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
昨
年
度
に
行
わ
れ
た
「
第

二
十
四
回　

平
和
展
」
の
開
催
を
進
め
る
学
習

会
の
席
上
、
差
別
言
辞
が
用
い
ら
れ
た
資
料
が

当
時
の
研
究
員
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
。
こ
の

差
別
言
辞
に
対
し
て
、
平
和
展
ス
タ
ッ
フ
か
ら

無
批
判
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
問
題
性
が
指
摘

さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
差
別
言
辞
は
、
当
時

の
資
料
を
そ
の
ま
ま
転
用
し
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
悪
意
を
も
っ
て
用
い
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
直
ち
に
本
人
が
問
題
性
を

認
識
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。

唯
一
の
専
任
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
研
究
員
に
よ
る

差
別
言
辞
に
対
し
て
平
和
展
ス
タ
ッ
フ
ら
は
、
問

題
性
認
識
と
検
証
、
そ
し
て
再
発
の
防
止
を
求

め
た
。
差
別
と
は
、
本
人
に
悪
意
を
持
つ
か
否
か

に
関
わ
ら
ず
、
ま
た
、
対
外
的
な
文
書
か
否
か

が
問
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
時
を
隔
て
て
三
度
の
差
別
言
辞
に
関
す

る
集
ま
り
を
持
ち
、
問
題
の
所
存
を
確
認
し
た
。

問
題
の
所
存

そ
も
そ
も
、
こ
の
時
に
問
題
と
な
っ
た
の
は

「
鮮
人
」
と
い
う
差
別
言
辞
で
あ
る
。
こ
の
言
辞

は
主
に
、
一
九
一
〇
年
の
「
韓
国
併
合
」
に
よ

っ
て
植
民
地
化
を
確
実
に
し
て
以
後
に
用
い
ら

れ
た
。
そ
れ
以
前
に
は
「
韓
人
」
と
い
う
呼
称

が
あ
っ
た
。
歴
史
家
の
内
海
愛
子
氏
の
説
明
に

よ
る
と
、「
大
日
本
帝
国
の
支
配
下
に
あ
り
、
民

族
国
家
と
し
て
独
立
で
き
な
い
気
の
毒
な
だ
め

な
人
々
」
と
い
う
語
感
が
あ
り
、
日
本
人
の
植

民
地
支
配
者
と
し
て
の
優
越
感
、
支
配
者
意
識

が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
※
１
と
い
う
。
ま
た
、
朝
鮮

の
「
朝
」
は
朝
廷
と
重
な
る
た
め
に
削
除
さ
れ
、

「
鮮
」
の
音
が
「
賤せ

ん

」
に
通
じ
て
い
る
が
ゆ
え
に

「
鮮
人
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
説
も
あ
る
※
２
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
問
題
は
蔑
称
と
し
て
用
い
ら

れ
た
言
辞
を
現
代
社
会
に
お
い
て
も
無
批
判
に

使
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
無
批
判

に
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
差
別
が
温
存
さ
れ

再
生
産
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
差
別
に
関
す
る
言
辞
は
、「
一
等

国
」
と
称
し
て
い
た
よ
う
な
過
去
の
歴
史
を
紐

解
く
と
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。「
平
和
展
」

で
は
、
そ
う
し
た
時
代
の
資
料
を
用
い
る
こ
と

が
多
い
が
、
そ
の
当
時
、
日
常
的
に
使
っ
て
い

た
か
ら
と
い
っ
て
、
差
別
的
な
意
味
合
い
を
包

含
し
た
言
辞
を
肯
定
し
、
無
批
判
に
使
用
す
る

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
早
い
段
階
か
ら
、
平
和
展
学

習
会
で
確
認
作
業
が
あ
り
、『
新
版
朝
鮮
に
か
か

わ
る
差
別
表
現
論
』（
※
２
紹
介
書
籍
）
な
ど
の

書
籍
紹
介
を
通
じ
て
、
植
民
地
時
代
に
韓
国
・
朝

鮮
を
侮
蔑
し
て
き
た
差
別
言
辞
を
学
ぶ
べ
き
で
あ

る
と
い
う
提
言
も
平
和
展
ス
タ
ッ
フ
か
ら
あ
っ
た
。

し
か
し
、
元
研
究
員
は
書
籍
に
目
を
通
す
こ
と
す

ら
せ
ず
、
差
別
性
を
含
ん
だ
表
現
を
判
断
す
る
た

め
の
知
識
を
得
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
当
セ
ン

タ
ー
の
教
化
事
業
の
最
先
端
に
立
つ
べ
き
研
究
員

が
、
差
別
問
題
か
ら
目
を
そ
む
け
た
の
で
あ
る
。

教
化
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
対
応

元
研
究
員
に
よ
る
差
別
言
辞
は
、
単
に
差
別

言
辞
を
用
い
た
と
い
う
事
実
認
識
の
問
題
で
は

な
い
。
教
化
セ
ン
タ
ー
は
差
別
を
許
さ
な
い
と
い

う
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
生
き
る
真
宗
門
徒
の

強
い
姿
勢
に
反
す
る
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
。

教
化
セ
ン
タ
ー
が
「
班
制
」
を
敷
い
て
い
た
時
期
、

つ
ま
り
、
蓮
如
研
究
班
、
平
和
研
究
班
と
い
っ

た
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
体
制
を
構
築
し
て
い
た

頃
に
は
、
同
和
問
題
研
究
班
も
あ
っ
た
。
そ
こ

で
は
確
か
に
被
差
別
部
落
で
の
差
別
問
題
を
課

題
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
和
研
究

班
が
解
散
し
て
か
ら
十
三
年
を
経
た
今
、
差
別

問
題
を
真
宗
門
徒
の
課
題
と
し
て
受
け
取
る
意

識
が
薄
れ
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
も
反
論
し
よ

う
が
な
い
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。「
平
和
展
」
は
、

差
別
問
題
を
主
た
る
課
題
に
置
い
て
い
な
い
が
、

日
本
と
ア
ジ
ア
と
い
う
関
係
を
視
座
と
す
る
な

ら
ば
、
差
別
の
問
題
は
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
と

社
会
と
の
接
点
の
最
前
線
に
立
つ
教
化
セ
ン
タ

ー
に
関
わ
る
全
て
の
者
が
、
繰
り
返
し
差
別
問

題
を
学
び
自
ら
の
課
題
と
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
そ
う
確
信
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
度
の

研
修
会
を
開
催
す
る
運
び
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

今
後
の
方
向

当
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
今
後
こ
の
よ
う
な

問
題
を
再
び
起
こ
さ
な
い
こ
と
を
願
い
、
主
体

的
に
差
別
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と

仰
ぐ
者
に
と
っ
て
宗
祖
の
開
か
れ
た
本
願
念
仏

の
教
え
こ
そ
が
真
に
人
間
を
解
放
に
導
く
も
の

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
取
り
組
む

と
い
う
こ
と
は
、「
差
別
」
と
い
う
課
題
を
如
来

よ
り
い
た
だ
き
、
同
時
に
宗
祖
の
教
え
に
身
を

引
き
当
て
て
学
び
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
差
別

問
題
に
取
り
組
む
意
識
を
深
め
る
こ
と
で
、
人

を
傷
つ
け
ず
に
は
生
き
て
い
け
ぬ
自
ら
に
内
在

し
て
い
る
「
差
別
容
認
」
の
姿
を
見
つ
め
、
差
別

や
偏
見
を
超
え
た
同
朋
社
会
の
実
現
に
向
け
た

人
間
解
放
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
を
人
間
本
来

の
願
い
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
取
り
組
み
の
第
一
歩
と
し
て
、
差
別
語

に
自
身
を
学
ぶ
研
修
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
差

別
を
否
定
す
る
考
え
を
持
ち
な
が
ら
も
「
傍
観

者
」
た
る
私
の
姿
勢
は
、
ま
こ
と
に
恐
慎
慙ざ

ん

愧き

す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
後
、教
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、

差
別
問
題
の
本
質
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
る

取
り
組
み
を
継
続
し
、
同
朋
社
会
の
実
現
の
一

助
と
な
る
べ
く
歩
み
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
主
幹　

荒
山�

淳
）

※
１　

民
族
差
別
と
闘
う
連
絡
協
議
会
編
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム�

民
族
差
別
と
表
現

−

植
民
地
支
配
の
清
算
は
終
わ
っ
て
い
な
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職
員
研
修
開
催

センターにて貸出中



■リニューアルしました。名古屋別院・名古屋教区・教化センターホームページ［お東ネット］http://www.ohigashi.net
■お東ネット内で、教化センター所蔵図書・視聴覚教材を検索できます。

教化センター日報
2013年6月
　　　～2013年8月

６月４日　研究生・現地研修
　～５日　「五箇山地方・一泊研修会」
　　６日　ＨＰリニューアル会議
　　７日　研究業務「平和展」学習会
　　11日　研究業務「いのちに向き合う宗教者の会」後援
　　14日　研究生・実習「真宗門徒講座

（真宗門徒のくらしとつとめ③）」
　　20日　ＨＰリニューアル会議
　　21日　研究生・学習会「真宗の未来」
　　26日　教化センター運営会議
　　28日　東別院てづくり朝市　出店
７月３日　ＨＰリニューアル会議
　　５日　研究生・学習会「尾張講習会」聴講
　　10日　研究生・学習会「真宗の未来②」
　　12日　研究業務「平和展」学習会
　　16日　ＨＰリニューアル会議
　　19日　研究生・実習「真宗門徒講座

（真宗門徒のくらしとつとめ④）」

　　22日　研究業務「平和展」学習会
　　24日　ＨＰリニューアル会議
　　26日　研究生「第７期生 修了式」
　　29日　研究業務「平和展」学習会
　　30日　ＨＰリニューアル会議
８月２日　教化センター職員研修
　　　　　「差別と私 －差別語に学ぶ－」
　　９日　研究生・学習会「課題研修」
11～14日　「あいち平和のための戦争展」参加
24～25日　御坊夏まつり　出店（研究生有志）
　　28日　東別院てづくり朝市　出店
　　29日　研究生・第10期生　面接

　第10期研究生あいさつ　

■教化センター
〈開　館〉
 月～金曜日 10:00～21:00
 土曜日 10:00～13:00
 （日曜日・祝日休館 ※臨時休館あり）

〈貸し出し〉
 書籍・2週間、視聴覚・１週間
～お気軽にご来館ください～

《編集子雑感》
私たちは「門徒さんに親鸞聖人の教えをどう伝えるか」「真
宗を社会にアピールしなければならない」という議論をすること
がある。その中で色 な々意見が交わされるが、ともすると聖人の
教えを理解している人が教えを理解していないご門徒さんや
一般の人」に教えてあげるという構図で進んでいくこともあり、
違和感を憶えるのである。
ある時、僧籍者対象の研修会で出席者から「門徒さんに親
鸞聖人の教えをどのように伝えていいかわからない」という問
いが投げかけられた。講師は、「自分が悩み苦しんだ言葉でな
いと伝わらない」とおっしゃり私のことを指摘されていると思った。
なる程、上から目線で自分不在の話は伝わらなくて当然だ。
そこでまた問いがわきあがる。ではどうやって「悩み苦しめばい
いのか」と、またHowToを求める自分がいるのである。      （S）

お知らせ
教化センターの人事がありましたのでお知らせいたします。

〈異動〉事 務 職 員　　中村　　亮（別院教化事業部へ）
〈退職〉業 務 嘱 託　　伊藤　教信
〈新任〉研 究 員　　新野　和暢
　　　　　（担当：大谷派の近現代史）
　　　　業 務 嘱 託　　小笠原智秀
　　　　業 務 嘱 託　　黒田　真慈

業 務 嘱 託　　林　　博行
教化推進要員　　加藤　淨恵
事 務 職 員　　佐藤　亮賢（別院より出向）

　様 な々出来事や人 と々出遇い、
ともに学んでいく三年間を過ご
そうと思っております。真宗の伝
統を学び、今、目の前にある現実
から目を背けずに向かい合って
いくことで、仲間とともに成長して
いきたいです。本気で取り組むと
いうことを課題として活動します。
よろしくお願いします。

玉腰 暁広（第1組 照見寺）

　私は学校を卒業して、周りの
方から「若いから期待している
よ」と言って頂くことがありました
が、何一つ応えることが出来て
いません。この機会に精一杯勉
強して、少しでも期待に応えるこ
とが出来る人間になりたいと思
います。どうぞよろしくお願い致
します。

菱川　俊（第5組 以覺寺）

お東ネット 検索

昨年に引き続き教化センター研究生が有志を募り、御坊夏まつりの
東日本支援物産コーナーに福島県の「浪江太っちょ焼きそば」を出店
した。
昨年は、研究生の先輩方が主となって福島県に向かい、震災後、
浪江町から移転を余儀なくされ、二本松市で浪江焼きそばを販売して
いる「杉野屋」と、工場が被害を受けて群山市に移転した浪江焼きそ
ばの製麺所の「旭屋」を訪問した。そして、そこで聞いてきた現地の方
の想いや作り方を私たちにも伝えてもらい、夏まつりに出店した。
今年は私自身が福島に行き、杉野屋さんと旭屋さんを訪問させてい

ただいた。旭屋さんでは、11月に豊川で行われるB-1グランプリに参加
するというお話などを聞くことができ、行動の幅が広がっていることを
知ることができた。また、昨年の夏まつりにおいて、浪江焼きそばが大
盛況であったことを話すと、とても喜んでくれた。終始笑顔でお話をさ
れていたことが印象的だった。
夏まつり当日「浪江太っちょ焼きそば」は、昨年に続き大盛況となり、

終了時間前に完売した。お客さんからは「福島の焼きそばですよね」
「去年も食べました。とても美味しかったです」「はじめて食べたけど、
美味しかった。また食べたい」などの言葉を聞くことができた。福島の
焼きそばだと知っている人も、知らない人も、浪江焼きそばを食べて福
島のことを憶っていただけたのではないかと思えた。
「福島のことを憶い何かしたい」という念いで研究生が一つになり
何かをする。それは大変なことだったが、とても楽しいものだった。一つ
のことに一緒になって取り組んでいくということをもっとやっていきたい。

（第8期研究生　石原 唯和）

INFORMATION
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

─研究生有志が「御坊夏まつり」に
浪江太っちょ焼きそばを出展─

福島のことを憶い何かをしたい！！
おも

おも

いし はら ただかず

おも

ひしかわ しゅん たまこし あきひろ

絶えず長蛇の列で今年も完売！！ 売り上げを義損金として製麺所「旭屋」などに送金しました。

センタージャーナル No.86 ⑧
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◆イラストテーマ「お斎」

◆イラストテーマ「御文」

◆イラストテーマ「寄合・談合・座談会」

◆イラストテーマ「真宗本廟御影堂門」

※�左のイラストと組み合わせて「本山参拝」
としても使用できます。

例

※�用途にあわせて、切り貼りなどしてご使用いただけます。
※あくまでもイメージです。ご了承の上お使いください。




