
平
和
の
鐘
を
撞
こ
う

藤
谷
純
子

昨
年
八
月
に
婦
人
会
で
「
戦
争
ホ
ー
キ
（
放
棄
）
」

を
作

っ
た
こ

と
が
発

端
と

な
っ
て

、
私
の

中
に

し
ず
か
な
平
和
運
動
へ
の
願
い
が
芽
生
え
ま
し
た
。
し

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ず
か
な
と
い
う
の
は
、
日
々
の
実
際
生
活
を
見
て
み
る

と
、
と
て
も
平
和
（
平
等
と
和
睦
）
を
願
っ
て
生
き
て

い
な
い
自
分
に
対
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
す
。
や
っ

ぱ
り
自
分
が
、
我
が
家
が
、
我
が
町
が
、
我
が
国
が
、

と
い
う
利
己
心
を
ど
こ
ま
で
超
え
る
の
か
、
そ
れ
を
明

ら
か
に
し
て
ゆ
く
歩
み
を
、
し
ず
か
な
平
和
運
動
と
言
っ

た
の
で
す
。

聖
徳
太
子
の
十
七
条
の
憲
法
に
は
、
第
一
条
に
「
和

（
や
わ
）
ら
か
な
る
を
も
っ
て
貴
（
た
っ
と
）
し
と
し
、

忤
（
さ
か
ら
）
う
る
こ
と
な
き
を
宗
（
む
ね
）
と
せ
よ
」

と
あ
り
、
第
二
条
に
は
「
あ
つ
く
三
宝
を
敬
え
。
三
宝

と
は
仏
・
法
・
僧
な
り
」
と
あ
り
、
平
和
な
世
界
は
仏
・

法
・
僧
を
敬
う
心
か
ら
開
け
る
と
明
示
し
て
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
日
本
人
を
貫
い
て
い
る
平
和
を
願
う
心
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
が
私
た
ち
が
帰
る
べ
き
「
初
心
」
で
あ
り

「
真
実
の
心
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
こ

の
「
帰
依
三
宝
の
心
」

を
「
お
念
仏
申
す
心
」

と
し
て
賜
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
、
た
え
ず
利
己

心
を
こ
え
て
、
自
利
と

利
他
の
矛
盾
し
な
い
平

和
へ
の
原
点
、
原
動
力

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
か
ら
毎
年
、

八
月
十
五
日
の
終
戦
記
念

日
が
ず
っ
と
終
戦
記
念

日
で
あ
る
よ
う
に
、
私

た
ち
の
平
和
へ
の
祈
り
を
（
別
院
の
）
梵
鐘
の
音
色
に

ぼ
ん
し
ょ
う

託
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
浄
土
で
は
、
小
鳥

の
声
も
木
々
の
さ
や
ぎ
も
楽
器
の
音
色
も
、
私
た
ち
に

念
仏
念
法
念
僧
の
心
を
起
こ
さ
せ
る
と
説
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
に
、
こ
の
梵
鐘
の
響
き
は
、
私
た
ち
の

い
の
ち
の
深
み
に
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
と
浸
み
込
ん
で
、
ナ

ム
ア
ミ
ダ
仏
と
申
さ
し
め
、
平
和
を
願
う
心
を
呼
び
さ

ま
す
不
思
議
な
は
た
ら
き
を
し
て
下
さ
る
で
し
ょ
う
。

本
年
も
八
月
十
五
日
正
午
、
お
念
仏
申
し
つ
つ
鐘
の

音
を
響
か
せ
ま
し
ょ
う
。

（｢

響
流｣

71
号
）
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平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の

「
世
の
中
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
の
願
い
に

あ
ん
の
ん

お
応
え
し
て
い
こ
う
と
、
終
戦
記
念
日
の
八
月
十
五

日
に
、
読
経
・
焼
香
の
あ
と
、
正
午
の
サ
イ
レ
ン
と

と
も
に
、｢

平
和
へ
の
願
い｣

を
こ
め
て
、
東
別
院
の

梵
鐘
を
撞
い
て
い
ま
す
。

社
会
参
加

平
和
な
世
を
願
っ
て



今
年
も｢

戦
争
ホ
ー
キ
・
原
発
ホ
ー
キ｣

を

作
り
ま
し
た

釋
尼
信
知
（
松
本
千
代
）

七
十
三
回
目
の
終
戦
記
念
日
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

戦
後
生
ま
れ
の
人
が
多
く
な
り
、
平
和
し
か
知
ら
な
い

人
に
と
っ
て
、
「
終
戦
記
念
日
っ
て
何
？
」
「
八
月
十

五
日
っ
て
お
盆
の
最
後
の
日
」
、
と
し
か
思
え
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

で
も
世
界
で
は
今
も
戦
争
が
、
各
地
で
行
わ
れ
、
テ

ロ
も
多
発
状
態
で
す
。
戦
い
の
犠
牲
者
と
な
る
の
は
、

何
の
罪
も
な
い
女
の
人
や
子
供
た
ち
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
「
自
分
た
ち
の
国
さ
え
よ
け
れ
ば
良
い
。
自
分

さ
え
よ
け
れ
ば
良
い
」
の
エ
ゴ
で
戦
争
を
繰
り
返
す
、

こ
ん
な
世
の
中
続
け
て
い
て
良
い
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
こ
で
私
た
ち
勝
福
寺
婦
人
会
で
は
、
世
の
中
か
ら

戦
争
は
無
く
な
っ
て
ほ
し
い
の
願
い
の
も
と｢

戦
争
放

棄
（
ホ
ー
キ
）｣

そ
の
後
、｢

原
発
放
棄
（
ホ
ー
キ
）｣

も
加
え
た
物
を
十
年
前
よ
り
作
り
続
け
て
い
ま
す
。

材
料
は
蚕
の
絹
を
主
に
つ
ま
よ
う
じ
等
で
作
り
ま
す
。

絹
は
後
藤
あ
や
め
さ
ん
の
寄
付
で
す
。
本
年
度
は
二
日

間
で
二
七
〇
個
有
志
の
人
十
名
ぐ
ら
い
で
作
り
ま
し
た
。

私
は
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
で
す
が
、
父
た
ち
の
話

を
聞
い
た
り
す
る
中
で
、
絶
対
戦
争
な
ど
行
っ
て
は
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
の
子
供
達
や
孫
達
に
は
、
人
と
人
の
殺
し
合
い
な

ん
て
し
て
ほ
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
正
し
い
戦
争
な

ん
て
あ
り
え
な
い
と
私
は
、
思
い
ま
す
。

（
「
ひ
び
き
」
91
号
）

福
岡
出
身
で
一
九
八
四
年
か
ら
パ
キ
ス
タ
ン
で
医
療

活
動
を
始
め
、
八
九
年
か
ら
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
も

活
動
を
拡
げ
、
現
在
は
医
療
だ
け
で
無
く
、
農
村
復
興

の
た
め
、
大
が
か
り
な
水
利
事
業
に
携
わ
っ
て
い
る
中

村
哲
医
師
の
講
演
会｢

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
Ｗ
Ａ
Ｒ
で
は

な
く
Ｗ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
を｣

が
、
八
月
二
十
日
大

分
市
で
行
わ
れ
ま
し

た
。こ

の
会
場
に
集
ま
っ

た
方
々
に
世
界
中
が

戦
争
や
紛
争
を
放
棄

し
て
平
和
に
な
る
事

を
祈
っ
て
、
婦
人
会

が
作
っ
た
「
戦
争
ホ
ー

キ｣

二
〇
〇
本
を
配
り

ま
し
た
。

（
「
ひ
び
き
」
87
号
）
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平
和
へ
の
祈
り
を
こ
め
て

「
戦
争
ホ
ー
キ
」
を
作
り
続
け
て
い
ま
す

平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
、婦
人
会
で
ご
本
山

に
お
参
り
し
た
折
、高
橋
法
信
先
生
か
ら
「
お
母
さ

ん
、自
分
の
子
供
を
戦
争
に
送
り
出
せ
ま
す
か
？
」

と
問
わ
れ
ま
し
た
。勝
福
寺
に
帰
っ
て
か
ら
皆
で
話

し
あ
い
、坊
守
の
提
案
で
「
戦
争
ホ
ー
キ
」
を
作
り

ま
し
た
。で
き
あ
が
っ
た
「
戦
争
ホ
ー
キ
」
は
、八
月

六
日
の
平
和
学
習
の
日
に
、近
く
の
小
学
校
に
貰
っ

て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、原
発
事
故
が
あ
り
、今
は｢

戦
争
ホ
ー

キ
・原
発
ホ
ー
キ｣

と
し
て
、毎
年
婦
人
会
（
か
は
づ

の
会
）
の
活
動
と
し
て
作
り
続
け
て
い
ま
す
。



津
波
で
す
べ
て
を
流
さ
れ
た
人
々
に
は
、
掌
を

合
わ
す
お
念
珠
さ
え
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
と
案

じ
、
「
被
災
地
の
方
々
へ
腕
輪
念
珠
を
お
送
り
し

よ
う
」
と
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
方
が
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
添
え
て
カ
ン
パ
を
お
寄
せ
下
さ
り
ま
し

た
。

お
か

げ
さ
ま

で
宮

城
、

福
島

、
岩
手

の
大

谷
派

の
お

寺
を
通

し
て

一
一

四
〇

個
の
念

珠
を

お
送

り
す

る
こ
と

が
出

来
ま

し
た

。
有
り

難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

（｢

響
流｣

74
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）
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福
島
の
人
々
と
共
に

平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
三
月
十
一
日
、

東
北
沖
を
震
源
と
す
る
千
年
に
一
度
の
大
地

震
が
起
き
、
そ
の
巨
大
な
津
波
で
多
く
の
犠

牲
者
が
出
ま
し
た
。
ま
た
、
福
島
第
一
原
発

が
次
々
と
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
し
、
東
北
の
地
が

放
射
能
に
汚
染
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
未
曾
有
の
大
災
害
に
苦
し
む
人
々
に

少
し
で
も
寄
り
添
っ
て
い
け
る
こ
と
を
願
い
、

勝
福
寺
で
は
、
被
災
地
の
皆
さ
ん
へ
腕
輪
念

珠
を
届
け
る
事
業
と
、
放
射
能
の
被
曝
を
少

し
で
も
軽
減
で
き
る
よ
う
子
ど
も
た
ち
を
大

分
へ
招
待
す
る｢

ゆ
ふ
わ
く
」
へ
の
参
加
と
、

宇
佐
の
野
菜
や
果
物
を
福
島
の
皆
さ
ま
へ
届

け
る
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

腕
輪
念
珠
を
送
ろ
う



こ
の
取
り
組
み
は
、
福
島
第
一
原
発
の
メ
ル
ト
ダ
ウ

ン
事
故
に
よ
り
、
放
射
能
の
問
題
で
遊
ぶ
こ
と
も
出
来

な
い
子
供
た
ち
に
、
屋
外
で
思
い
切
り
遊
ん
で
も
ら
お

う
と
発
足
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
会
場
を
湯
布
院
か
ら

津
久
見
の
蓮
照
寺
に
移
し
、
福
島
県
の
親
子
二
十
二
名

を
、
七
月
二
十
三
日
～
七
月
二
十
九
日
ま
で
の
七
日
間

招
待
し
ま
し
た
。

弁
護
士
・
住
職
・
坊
守
・
県
議
・
市
議
・
会
社
員･

主
婦
な
ど
二
十
一
名
で
構
成
さ
れ
た
実
行
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
と
、
会
場
と
な
っ
た
津
久
見
の
蓮
照
寺
の
ご
門

徒
や
地
域
の
方
々
と
、
そ
れ
に
カ
ン
パ
を
寄
せ
て
く
だ

さ
っ
た
多
く
の
皆
さ
ま
の
力
が
一
つ
に
な
っ
て

「
ゆ
ふ
わ
く
ｉ
ｎ
津
久
見
」
が
実
現
で
き
ま

し
た
。

今
回
、
私
は
全
日
程
に
参
加
し
ま
し
た
。

福
島
ま
で
迎
え
に
行
き
、
新
幹
線
、
サ
ン
フ

ラ
ワ
ー
で
別
府
に
到
着
。
初
日
は
湯
布
院
散

策
、
二
日
目
は
保
戸
島
へ
。
保
戸
島
空
襲
慰

霊
祭
に
参
加
後
、
海
遊
び
。
三
日
目
は
そ
う

め
ん
流
し
や
臼
杵
の
町
歩
き
。
四
日
目
は
午

前
中
、
魚
釣
り
。
午
後
は
太
平
洋
セ
メ
ン
ト

の
採
掘
場
。
夜
の
お
別
れ
会
で
は
、
た
こ
焼

き
・
焼
き
そ
ば
・
か
き
氷
・
串
焼
き
・
マ
グ

ロ
の
お
さ
し
み
の
屋
台
に
、
ヨ
ー
ヨ
ー
釣
り
、

花
火
な
ど
で
最
後
の
夜
を
楽
し
み
ま
し
た
。

七
月
二
十
八
日
、
い
よ
い
よ
最
後
の
日
。
別
府
の
地

獄
め
ぐ
り
、
昼
食
に
九
州
ラ
ー
メ
ン
、
「
う
み
た
ま
ご
」

で
イ
ル
カ
シ
ョ
ー
を
見
、
別
府
国
際
観
光
港
に
到
着
後
、

記
念
撮
影
を
し
た
頃
よ
り
子
供
達
が
「
帰
り
た
く
な
い
」

と
泣
き
始
め
ま
し
た
。

今
回
、
お
迎
え
か
ら
見
送
り
ま
で
生
活
を
共
に
し
て

感
じ
た
こ
と
は
、
子
供
は
思
い
が
け
な
い
発
想
を
す
る

こ
と
、
ち
ゃ
ん
と
自
己
主
張
の
調
整
が
で
き
る
こ
と
。

ま
た
、
人
間
一
人
で
は
何
も
で
き
な
い
け
ど
、
色
々
な

能
力
を
持
っ
た
人
達
に
支
え
ら
れ
て
生
き
て
い
る
事
を

痛
感
致
し
ま
し
た
。

帰
り
の
船
に
乗
っ
た
時
、
子
供
た
ち
は
涙
、
涙
の
連

続
で
し
た
。
参
加
し
た
子
供
や
保
護
者
か
ら
の
お
礼
の

手
紙
に
、
僕
は
将
来
、
大
分
に
住
む
と
か
、
帰
り
た
く

な
か
っ
た
と
か
、
子
供
が
一
回
り
大
き
く
な
っ
た
と
か

書
か
れ
て
い
て
、
私
も
涙
を
流
し
な
が
ら
手
紙
を
読
ま

せ
て
頂
き
ま
し
た
。

（｢

ひ
び
き｣

87
号
）
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二
〇
一
七

年

「
ゆ
ふ
わ
く

ｉ
ｎ
津
久
見

」

松

本

順

（

大

塚

）

ゆ

ふ

わ

く

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
起
こ
っ
た
東
日
本

大
震
災
に
伴
う
原
発
事
故
に
よ
り
、
福
島
の
子
ど

も
達
は
被
曝
の
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
、
屋
外
で
の

活
動
ま
で
も
が
制
限
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
胸

を
痛
め
た
人
々
が
、
全
国
各
地
で
、
夏
休
み
期

間
中
、
子
ど
も
た
ち
を
地
元
に
招
待
す
る
保
養
運

動
が
お
こ
り
ま
し
た
。

大
分
で
も
、
湯
布
院
で
ゆ
っ
く
り
保
養
し
て
も

ら
お
う
と
、
有
志
の
者
で｢

ゆ
ふ
わ
く
実
行
委
員
会｣

を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
勝
福
寺
か
ら
は
松
本
順
さ

ん
と
岡
本
朋
之
く
ん
と
住
職
が
、
そ
れ
に
安
養
寺

の
林
貴
子
さ
ん
が
実
行
委
員
会
に
入
り
、
県
内
各

地
の
様
々
な
分
野
の
人
々
と
力
を
合
わ
せ
て
、
毎

年
三
〇
名
前
後
の
親
子
を
大
分
に
招
待
し
て
き
ま

し
た
。

「
ゆ
ふ
わ
く
」
の
主
会
場
は
、
二
〇
一
一
年
か

ら
二
〇
一
五
年
ま
で
湯
布
院
の
見
成
寺
さ
ん
。
二

〇
一
六
年
は
熊
本
・
大
分
地
震
の
た
め
中
止
。
二

〇
一
七
年
は
津
久
見
の
蓮
照
寺
さ
ん
で
し
た
。

勝
福
寺
で
は
毎
回
、
皆
さ
ん
か
ら
五
〇
万
円
近

く
の
カ
ン
パ
を
い
た
だ
き
、
宇
佐
組
の
方
々
と
食

事
作
り
も
し
て
き
ま
し
た
。

な
お
「
ゆ
ふ
わ
く
」
は
原
発
事
故
か
ら
時
間
も

経
ち
、
緊
急
避
難
的
な
意
味
で
の
保
養
の
要
望
が

減
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
活
動
を
終
了
し
ま
し
た
。



二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
、
三
陸
沖
を
震
源
と
す
る

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9
.
0
の
大
地
震
が
お
こ
り
、
そ
の

津
波
で
原
子
力
発
電
所
が
制
御
不
能
に
陥
っ
て
原
子
炉

建
屋
が
爆
発
、
福
島
を
中
心
に
東
北
か
ら
関
東
に
か
け

て
命
を
脅
か
す
放
射
能
汚
染
が
起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

放
射
能
の
恐
ろ
し
さ
は
遺
伝
子
を
傷
つ
け
る
こ
と
で

す
。
そ
の
た
め
幼
い
命
ほ
ど
被
曝
の
危
険
性
は
高
ま
り

ま
す
。
私
た
ち
で
も
何
か
で
き
な
い
か
と
、
二
〇
一
一

年
よ
り
夏
休
み
に
福
島
の
子
を
大
分
（
湯
布
院
）
に
呼

ん
で
保
養
し
て
も
ら
う
「
ゆ
ふ
わ
く｣

を
開
始
、
あ
わ

せ
て
福
島
県
い
わ
き
市
の
仮
設
住
宅
と｢

ピ
ー
タ
ー
パ

ン
チ
ャ
イ
ル
ド
ク
ラ
ブ｣

（
学
童
保
育
）
に
毎
月
、
大

分
の
野
菜
や
果
物
や

漬
け
物
な
ど
を
送
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

振

り
返

れ

ば
、

二
〇
一
一
年
一
〇
月

の
第
一
回
か
ら
今
年

の
一
月
ま
で
七
十
二

回
も
送
っ
て
い
る
の

で
す
ね
。
こ
ん
な
に

息
長
く
続
け
ら
れ
た

の
も
、
皆
さ
ま
の
ご

協
力
あ
っ
て
の
こ
と

で
す
。
ま
た
、
ピ
ー

タ
ー
パ
ン
チ
ャ
イ
ル

ド
ク
ラ
ブ
か
ら
毎
回
、

送
ら
れ
て
き
た
元
気

い
っ
ぱ
い
の
子
ど
も

た
ち
の
写
真
や
お
礼

の
手
紙
に
励
ま
さ
れ
て
の
こ
と
で
し
た
。

し
か
し
、
原
発
事
故
か
ら
七
年
が
た
ち
、
仮
設
住
宅

の
方
は
退
所
が
進
ん
だ
こ
と
、
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
チ
ャ
イ

ル
ド
ク
ラ
ブ
の
方
か
ら
は
、
状
況
が
改
善
さ
れ
つ
つ
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
支
援
を
遠
慮
し
た
い
旨
の
お
便
り

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
を
受
け
て
話
し
合
い
を
し
た
結
果
、
こ
れ
を
も
っ

て
定
期
的
な
発
送
は
終
了
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

今
後
は
、
子
ど
も
た
ち
に
喜
ん
で
も
ら
え
そ
う
な
も
の

が
あ
っ
た
時
、
個
人
的
に
送
ら
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
し

ま
す
。
長
い
間
ご
協
力
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
「
ひ
び
き｣

89
号
）
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二
〇
一
一
年
十
月
よ
り
、宇
佐
の
大
地
で
で
き
た

野
菜
や
果
物
を
福
島
の
人
々
へ
届
け
て
き
ま
し
た
が
、

そ
の
事
業
も
、二
〇
一
八
年
一
月
の
七
十
二
回
目

で
終
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

足
か
け
八
年
も
続
い
た
の
は
、多
く
の
方
が
、お
野

菜
や
果
物
を
無
償
で
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で

す
。中
で
も
、岡
本
照
子
さ
ん
、安
養
寺
さ
ん
、松
本

順
さ
ん
に
は
毎
回
、た
く
さ
ん
の
お
野
菜
を
提
供
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
毎
回
十
箱
ぐ
ら
い
荷
が
で
き
て
い
た
の
で
す

が
、そ
の
荷
造
り
を
主
に
、岡
本
照
子
、林
貴
子
、佐

藤
麗
子
、松
本
知
代
、香
田
紀
子
、藤
谷
純
子
の
皆

さ
ん
が
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、運
送
代
と
し
て
多
く
の
方
か
ら
カ
ン
パ

を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、あ
わ
せ
て
本
堂
に
あ
げ
ら

れ
た
お
賽
銭
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
こ
の
活
動
が
長
く
持
続
で
き
た
の
も

『
福
島
の
人
々
に
大
分
の
農
産
物
を
送
る
会
・通
信
』

に
よ
っ
て
、宇
佐
の
皆
さ
ん
と
福
島
の
子
ど
も
た
ち

と
の
交
流
が
で
き
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。こ
の
『
通

信
』
発
行
を
、一
号
か
ら
最
終
号
の
三
十
七
号
ま

で
、林
貴
子
さ
ん
が
一
手
に
引
き
受
け
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

多
く
の
人
々
の
力
が
結
集
さ
れ
て
で
き
た
活
動
で

し
た
。ご
協
力
、有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

福
島
の
人
々
へ
大
分
の

農
産
物
を
送
る
会



東
日
本
大
震
災
が
起
き
て
か
ら
三
年
が
経
ち
ま
し
た
。

こ
の
三
年
と
い
う
時
間
を
被
災
地
の
人
達
は
失
っ
た
故

郷
の
家
や
町
を
思
い
、
そ
し
て
ま
た
、
大
切
な
人
と
の

死
別
の
苦
し
み
を
抱
き
つ
つ
、
長
い
長
い
時
と
し
て
生

き
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
と
も
す
れ
ば
忘
れ
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
か

ら
、
3･

11
は
、
多
く
の
生
き
と
し
生
き
る
も
の
と
共

に
こ
の
地
球
に
、
こ
の
国
に
生
き
る
こ
と
を
問
い
直
す

日
と
し
て
、
「
忘
れ
な
（
勿
忘
）
の
鐘
」
を
撞
く
集
い

を
し
ま
し
た
。
一
時
半
よ
り
本
堂
に
て
被
災
地
の
今
の

ビ
デ
オ
を
見
た
り
、
美
し
い
衣
装
を
着
け
た
「
花
は
咲

く
」
の
フ
ラ
ダ
ン
ス
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私

も
福
島
の
坊
守
さ
ん
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
「
花
は

咲
く
」
を
み
ん
な
と
踊
り
ま
し
た
。

二
〇
一
四
年
午
後
二
時
四
十
六
分
に
四
日
市
別
院
の

鐘
楼
に
て
、
そ
れ
ぞ
れ
復
興
を
念
じ
、
恐
ろ
し
い
原
発

の
廃
止
を
祈
っ
て
鐘
を
撞
き
ま
し
た
。
鐘
の
響
き
は
、

福
島
か
ら
お
い
で
た
二
人
の
坊
守
さ
ん
の
「
私
た
ち
の

こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
！
」
と
訴
え
た
声
と
な
っ

て
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

（｢

響
流｣

77
号
）

私
た
ち
は
、
年
月
が
経
つ
う
ち
に
、
何
事
も
な
か
っ

た
か
の
よ
う
な
日
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
三
月
十
一
日
の
こ
と
は
胸
に
刻
み
、
大
事
に
し
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。

今
年
も
、
三
月
十
一
日
の
午
後
、
勝
福
寺
の
本
堂
に

集
ま
り
、
亡
く
な
っ

た
多
く
の
命
を
追
悼

し
て
読
経
と
焼
香
を

し
ま
し
た
。
続
い
て
、

四
日
市
別
院
の
鐘
楼

に
移
動
し
、
十
四
時

四
十
六
分
の
サ
イ
レ

ン
と
と
も
に
一
人
ず

つ
「
勿
忘
の
鐘
」
を

わ

す
れ
な

撞
き
ま
し
た
。

つ

そ
の
後
、
本
堂
に

戻
り
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
た｢

黒
い
津
波｣

を
見

ま
し
た
。

湾
内
に
蓄
積
し
て
い
た
ヘ
ド
ロ
が
津
波
に
よ
っ
て
巻

き
上
げ
ら
れ
、
真
っ
黒
な
津
波
が
人
々
を
襲
っ
て
い
く

姿
は
水
俣
病
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
原
発
事
故

と
い
い
黒
い
津
波
と
い
い
、
大
地
か
ら
し
っ
ぺ
返
し
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

（｢

ひ
び
き｣

93
号
・
二
〇
一
九
年
）

- 96 -

忘
れ
な
の
鐘

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日

あ
れ
か
ら
八
年

今
年
も
「
勿
忘
の
鐘
」
を
撞
き
ま
し
た



二
〇
一
六
年
四
月
十
四
日
に
は
熊
本
・大
分
地
震
が

お
こ
り
、熊
本
県
は
勿
論
、大
分
県
で
も
湯
布
院
や
別

府
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

宇
佐
組
で
は
勝
福
寺
を
中
心
に
有
志
の
者
で
特
に

被
害
が
甚
大
だ
っ
た
熊
本
の
支
援
を
三
回
行
い
ま
し
た
。

第
一
回

熊
本
地
震
被
災
地
支
援

宇
佐
組
有
志
・
炊
き
出
し
報
告

村
田

風

今
回
炊
き
出
し
を
す
る
の
に
あ
た
り
、
熊
本
で
炊
き

出
し
を
し
て
い
る
方
か
ら
、
み
ん
な
コ
ン
ビ
ニ
の
お
に

ぎ
り
な
ど
の
冷
た
い
も
の
ば
か
り
食
べ
て
い
て
温
か
い

も
の
が
食
べ
た
い
、
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
あ
ち
ら
か
ら
の
要
望
で
夕
食
と
し
て
だ
ん
ご

汁
を
作
る
こ
と
に
決
定
！
そ
れ
も
な
ん
と
四
〇
〇
食
分
！

七
月
二
日
、
熊
本
へ
向
か

う
前
日
、
炊
き
出
し
へ
の

前
準
備
が
始
ま
り
ま
し
た
。

大
根
や
か
ぼ
ち
ゃ
、
ご
ぼ

う
、
ネ
ギ
、
干
し
椎
茸
、

人
参
、
な
ど
な
ど
。
野
菜

の
他
、
当
日
必
要
な
材
料

や
道
具
な
ど
の
荷
造
り
と
、

だ
ん
ご
汁
の
要
と

な
る
だ
ん
ご
作
り

に
追
わ
れ
ま
し
た
。

七
月
三
日
、
い

よ
い
よ
当
日
、
荷

物
を
大
き
な
ト
ラ
ッ

ク
に
詰
め
込
ん
で

い
ざ
熊
本
へ
出
発
！

熊
本
ま
で
三
時

間
。
着
い
た
先
は
、

専
福
寺
と
い
う
お

寺
。
そ
こ
の
住
職

の
内
古
閑
さ
ん
は

地
震
か
ら
幾
度
も

炊
き
出
し
な
ど
の
支
援
を
続
け
て
こ
ら
れ
て
い
る
方
で

す
。
四
、
五
人
で
一
千
食
分
の
炊
き
出
し
を
し
て
い
る

と
い
う
お
話
も
聞
い
て
驚
き
ま
し
た
。
専
福
寺
さ
ん
の

境
内
で
通
り
雨
が

あ
る
中
、
み
ん
な

で
テ
ン
ト
の
下
で

ひ
た
す
ら
に
野
菜

を
切
っ
て
い
き
ま

し
た
。

炊
き
出
し
の
場

所
は
益
城
町
の
隣

に
あ
た
る
熊
本
市

東
区
に
あ
る
秋
津

校
区
第
一
公
民
館

と
い
う
と
こ
ろ
で

す
。
内
古
閑
さ
ん

が
そ
の
付
近
の
住
宅
地
を
車
で
ぐ
る
っ
と
案
内
し
て
見

せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
見
た
光
景
は
テ
レ
ビ
で
見

る
よ
う
な
被
災
地
そ
の
も
の
で
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、

や
は
り
こ
の
自
分
の
目
で
間
近
に
見
る
の
と
で
は
全
く

印
象
が
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
ま
る
で
嘘
の
よ
う

に
無
残
に
崩
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
家
か
ら
、
見
た
目
は

普
通
に
見
え
て
も
家
の
芯
が
傾
い
て
い
る
こ
と
か
ら
こ

れ
か
ら
住
む
に
は
危
険
と
判
断
さ
れ
て
い
る
家
や
ら
様
々

で
す
。

そ
れ
ま
で
炊
き
出
し
に
出
向
く
と
い
う
こ
と
が
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
そ
の
だ
ん
ご
汁
が
ど
の
よ
う

な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
方
々
に
届
く
の
か
、
想
像
も
で

き
ず
に
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
今
か
ら
作
る
だ
ん
ご

汁
は
、
崩
れ
た
家
の
前
に
建
っ
た
プ
レ
ハ
ブ
で
暮
ら
す

方
々
が
来
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
や
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の

方
が
プ
レ
ハ
ブ
で
も
な
く
、
テ
ン
ト
暮
ら
し
を
す
る
人

も
い
れ
ば
、
車
中
泊
し
て
暮
ら
し
て
い
る
方
が
い
る
と

い
う
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
や
っ
と
自
分
の
こ

と
と
し
て
ど
れ
だ
け
大
変
な
こ
と
だ
ろ
う
と
想
像
を
す

る
に
至
っ
た
の
で
す
。

そ
う
し
て
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
あ
と
、
だ
ん
ご
汁
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ボ
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作
り
に
取
り
か
か
り
始
め
ま
し
た
。
大
き
な
釜
や
寸
胴

に
ど
ん
ど
ん
野
菜
を
煮
詰
め
て
い
き
ま
す
。
十
八
時
か

ら
支
給
を
開
始
と
い
う
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
な
ん
と
そ
の
一
時
間
も
前
か
ら
ど
ん
ど
ん
人
が
や
っ

て
き
て
列
を
作
っ
て
待
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
間
、

松
本
一
家
が
用
意
し
て
い
っ
た
七
夕
の
竹
に
願
い
を
書

い
て
も
ら
っ
た
り
、
蚊
取
り
線
香
を
お
土
産
に
も
ら
っ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
あ
と
藤
谷
信
さ
ん
と
私
の
太
鼓
と

ギ
タ
ー
の
演
奏
も
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
や
さ
し
い
顔

に
こ
ち
ら
が
元
気
を
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

だ
ん
ご
汁
は
十
八
時
か
ら
三
十
分
の
間
に
並
ん
で
い
る

人
み
ん
な
に
行
き
渡
り
、
終
了
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
幸
い
大
き
な
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
な
く
、
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

四
百
人
分
の
だ
ん
ご
汁

蚊
取
り
線
香
・
フ
マ
キ
ラ
ー
を
二
百
缶
配
布

寄
せ
ら
れ
た
カ
ン
パ
二
五
五
、
四
五
九
円

第
二
回

熊
本
地
震
被
災
地
支
援

宇
佐
組
有
志

炊
き
出
し
報
告

村
田

風

今
回
、
炊
き
出
し
を
し
た
場
所
は
、
前
回
に
続
い
て

同
じ
場
所
で
も
あ
る
、
熊
本
市
東
区
の
秋
津
第
一
公
民

館
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

炊
き
出
し
に
来
ら
れ
る
方
々
の
多
く
は
家
が
半
壊
に

近
い
状
態
で
、
家
の
近
く
に
新
し
く
家
を
建
て
て
お
ら

れ
る
方
や
プ
レ
ハ
ブ
に
住
ま
れ
て
い
る
方
、
仮
設
住
宅

の
方
な
ど
、
そ
の
家
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
よ
っ
て
暮
ら

し
の
程
度
に
違
い
が
見
え
て
き
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は

熊
本
全
体
か
ら
見
る
と
よ
り
は
っ
き
り
し
て
き
て
い
る

そ
う
で
す
。
震
災
の
被
害
に
直
接
遭
っ
て
い
な
い
地
区

か
ら
し
た
ら
も
う
過
ぎ
た
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
し
、

ま
だ
ま
だ
色
濃
く
被
害
が
残
り
続
け
て
い
る
地
区
と
、

そ
の
場
所
や
そ
の
家
族
の
状
況
に
よ
っ
て
も
抱
え
て
い

る
問
題
の
内
容
が
異
な
り
、
そ
の
支
援
の
仕
方
も
難
し

い
そ
う
で
す
。

熊
本
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
専
福
寺
の
内
古
閑
さ

ん
は
、
仲
間
と
共
に
も
う
百
回
以
上
も
炊
き
出
し
を
行
っ

て
き
て
い
る
方
で
す
。
「
炊
き
出
し
を
行
う
こ
と
で
、

そ
こ
の
皆
さ
ん
が
隣
近
所
と
の
関
わ
り
や
つ
な
が
り
を

持
つ
き
っ
か
け
に
つ
な
が
っ
て
く
れ
た
ら
嬉
し
い
し
、

そ
の
場
で
カ
フ
ェ
を
開
い
た
り
と
、
み
ん
な
苦
し
い
こ

と
も
あ
る
け
ど
、
被
災
者
と
は
言
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん

日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
楽

し
み
は
あ
っ
て
、
人
と
出

遇
い
、
話
し
て
笑
い
あ
う
、

そ
う
い
う
関
係
を
持
て
た

ら
嬉
し
い
、
だ
か
ら
炊
き

出
し
を
続
け
て
い
ま
す
」

と
お
話
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

そ
う
し
た
お
話
を
聞
い

た
の
で
、
サ
ロ
ン
を
一
時

間
ほ
ど
開
き
ま
し
た
。
区

長
さ
ん
が
事
前
に
ビ
ラ
を

配
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
子
ど
も
も
多
く

来
て
く
れ
、
み
ん
な
で
笑
い
、
楽
し
く
過
ご
す
時
間
と

な
り
ま
し
た
！

子
ど
も
た
ち
は
や
は
り
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー

が
一
番
人
気
だ
っ
た
よ
う
で
、
大
変
盛
り
上
が
り
ま
し

た
。そ

し
て
最
後
に
は
な
り
ま
し
た
が
、
肉
じ
ゃ
が
の
炊

き
出
し
に
つ
い
て
の
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
当
に
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
肉
じ
ゃ
が
を
前
日
に

作
り
熊
本
に
持
っ
て
行
っ
た
も
の
の
、
熊
本
に
着
い
て

開
い
て
み
る
と
肉
じ
ゃ
が
は
す
っ
ぱ
い
臭
い
が
し
て
少

し
傷
み
始
め
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
と
し
て

も
非
常
に
残
念
で
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
結
局
、
肉
じ
ゃ

が
を
出
す
こ
と
は
断
念
し
、
チ
ー
ム
熊
本
の
臨
機
な
対

応
に
助
け
ら
れ
、
急
遽
お
で
ん
を
出
す
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

肉
じ
ゃ
が
を
提
供
す
る
に
あ
た
っ
て
、
思
い
も
よ
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
地

の
方
々
に
は
、
サ
ロ
ン
や

お
で
ん
を
提
供
で
き
、
ま

た
、
岡
本
康
さ
ん
か
ら
柿

と
大
久
保
さ
ん
の
み
か
ん

と
川
面
英
子
さ
ん
か
ら
の

乾
パ
ン
な
ど
の
お
み
や
げ

を
持
っ
て
帰
っ
て
も
ら
い
、

喜
ん
で
頂
き
ま
し
た
。
今

回
の
炊
き
出
し
の
サ
ポ
ー

ト
を
し
て
い
た
だ
い
た
皆

さ
ん
の
お
か
げ
で
温
か
な

時
間
を
も
つ
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
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第
一
回

二
〇
一
七
年
四
月
三
〇
日

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
で
、
戦
争
や
家
庭
崩

壊
の
た
め
身
寄
り
が
無
く
な
っ
た
子
ど
も
達
を
引
き
取

り
、
生
活
の
支
援
を
行
う｢

ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図
書

館
」
を
主
催
し
て
い
る
松
居
友
さ
ん
と
、
施
設
で
共
同

生
活
を
し
て
い
る
青
年
た
ち
十
四
名
が
支
援
者
か
ら
招

待
さ
れ
て
来
日
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
日
本
の
子
ど
も
や

青
少
年
た
ち
と
交
流
す
る
た
め
一
ケ
月
ほ
ど
各
地
を
ま

わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
勝
福
寺
に
も
四
月
三
十
日
に
寄
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
本
堂
で
彼
ら
が
披
露
し
て
く
れ
た
収
穫
の
喜
び
を

表
す
民
族
ダ
ン
ス
や
ス
ピ
ー
チ
に
は
、
想
像
を
絶
す
る

苦
労
を
重
ね
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
る
く
、
生

き
る
力
が
満
ち
溢
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
姿
は
本
堂
に

集
ま
っ
た
た
く
さ
ん
の
観
客
に
感
動
を
与
え
て
く
れ
ま

し
た
。

彼
ら
の
う
ち
四
名
の
感
想
で
す
。

ノ
ル
ハ
イ
ヤ
（
女
性

19
歳
）

日
本
に
来
る
こ
と
が
で
き
て
と
っ
て
も
嬉
し
い
で

す
。
日
本
に
来
る
こ
と
は
、
私
の
夢
の
一
つ
で
し
た
。

み
な
さ
ん
に
会
え
て
本
当
に
嬉
し
い
で
す
。

ジ
ョ
バ
リ
ン
（
女
性

17
歳
）

毎
日
が
充
実
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の

こ
と
に
感
謝
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
日
本
の
人
々
に
会
っ

て
新
し
い
友
だ
ち
を
つ
く
る
の
が
私
の
夢
の
一
つ
で

し
た
。
私
を
支
援
し
て
下
さ
っ
て
い
る
方
に
も
会
え

て
本
当
に
嬉
し
い
で
す
。

ウ
ォ
ル
タ
ー
（
男
性

18
歳
）

兄
弟
、
姉
妹
の
よ
う
に
う
ち
と
け
合
い
、
ひ
と
つ

に
な
れ
て
、
と
て
も
幸
せ
な
時
間
で
し
た
。
ぼ
く
は

こ
の
思
い
出
を
大
切
に
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
そ
う

だ
と
い
い
な
。
幸
せ
に
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。

ク
ラ
ウ
デ
ィ
ン

（
女
性

18
歳
）

民
族
ダ
ン
ス
の
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
、
日
本
に
来

れ
て
感
謝
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
み
な
さ
ん
の
あ
た
た

か
い
お
も
て
な
し
、
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

＊
日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
は
滅
多
に
見
ら
れ
な
い
「
い

き
い
き
と
し
た
目
の
輝
き
」
に
ド
キ
ド
キ
し
ま
し
た
。物

や
お
金
が
溢
れ
て
い
て
も
心
は
貧
困
に
見
え
る
日
本
は

こ
れ
で
い
い
の
か
、考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

（
「
ひ
び
き
」
86
号
）

第
二
回

二
〇
一
八
年
四
月
二
五
日

第
一
部
・
松
居
友
さ
ん
講
演

「
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
子
ど
も
、
日
本

の
子
ど
も

生
き
る
力
っ
て
何
だ

ろ
う
」
と
題
し
て
、
松
居
友
さ

ん
が
、
テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
ビ

デ
オ
（
『
な
ぜ
こ
こ
に
日
本
人
ー

マ
ノ
ボ
族
の
首
長
に
な
っ
た
日
本

人
ー
』
）
を
見
な
が
ら
、
お
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

友
さ
ん
は
子
ど
も
た
ち
の
父
親
の
よ
う
で
す
し
、
子
ど

も
た
ち
の
人
懐
っ
こ
さ
、
キ
ラ
キ
ラ
し
た
生
活
に
感
動

し
ま
し
た
。

第
二
部･

ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
歌
と
踊
り

民
族
衣
装
は
、
あ
で
や
か
で
き
ら
び
や
か
。
伝
統
の

歌
と
踊
り
は
テ
ン
ポ
よ
く
、
竹
を
使
っ
た
踊
り
に
は
足

が
は
さ
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
、
楽
し
い
一
時

を
過
ご
し
ま
し
た
。
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第
三
部･

交
流
会

夜
は
カ

レ
ー

（
豚
肉
系

は
一

切
ダ
メ
）

と
サ

ラ
ダ
を
中

心
に

し
た
料
理

。
ミ

ン
ダ
ナ
オ

の
子

供
た
ち
は

、
魚

と
鶏
肉
の

料
理

を
作
っ
て

く
れ

ま
し
た
。

先
住
民

族
、

イ
ス
ラ
ム

、
ク

リ
ス
チ
ャ

ン
と

宗
教
は
違

っ
て

も
大
変
仲
の
良
い
子
ど
も
た
ち
で
す
。
お
互
い
の
宗
教

を
尊
重
し
あ
っ
て
い
る
姿
が
垣
間
見
え
ま
し
た
。

子
ど
も
図
書
館
に
送
る
、
古
着
・
靴
・
鞄
・
お
も
ち

や
・
ぬ
い
ぐ
る
み
等
も
、
た
く
さ
ん
寄
付
し
て
下
さ
っ

て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
勝
福
寺
の
一

部
屋
が
品
物
で
埋
ま
り
、

通
れ
な
く
な
る
ほ
ど
で
、

大
き
な
段
ボ
ー
ル
で
12

個
に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
機
会
に
ミ
ン

ダ
ナ
オ
の
子
ど
も
図
書

館
に
寄
り
添
っ
て
い
き

た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
皆
さ
ま

の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。第

三
回

二
〇
一
九
年
五
月
二
一
日

奨
学
生
た
ち
の
日
本
公
演
に
同
行
し
て

現
地
ス
タ
ッ
フ

宮
本

梓

昨
日
は
豊
前
の
法
覺
寺
と
宇
佐
の
勝
福
寺
で
公
演
を

し
ま
し
た
。
奨
学
生
の
日
本
公
演
は
三
年
目
で
す
が
、

勝
福
寺
さ
ん
は
、
来
日
公
演
の
一
年
目
か
ら
毎
年
、
奨

学
生
を
招
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
…

参
加
さ
れ
た
方
が
一
品
一
品
手
料
理
を
持
ち
寄
っ
て

夕
食
を
ご
ち
そ
う

し
て
く
だ
さ
り
、

ま
る
で
家
族
の
よ

う
に
私
た
ち
を
お

迎
え
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

勝
福
寺
で
里
子

支
援
を
し
て
下
さ
っ

て
い
る
方
か
ら
、

「
私
の
支
援
し
て

い
る
子
ど
も
た
ち

へ
」
と
、
奨
学
生

の
宛
名
が
書
か
れ

た
プ
レ
ゼ
ン
ト
を

預
か
り
ま
し
た
。
…

こ
れ
で
、
奨
学
生
の
バ
イ
リ
ン

や
マ
リ
セ
ル
に
「
私
を
学
校
に
行
か
せ
て
く
れ
て
い
る

の
は
、
ど
ん
な
人
？
」
と
聞
か
れ
た
と
き
に
、
教
え
て

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
「
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
風
」
71
号
か
ら
）
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昭
和
六
十
三
年
、
住
職
就
任
を
機
に
、
勝
福
寺
の
活

動
を
伝
え
、
教
え
を
共
に
学
ぶ
た
め
に
、
機
関
誌｢

響

流｣

の
発
行
を
始
め
ま
し
た
。

表
紙
に
は
、
ご
門
徒
さ
ん
に
書
い
て
も
ら
っ
た
法
語

と
、
ご
門
徒
の
お
子
さ
ん
の
絵
を
載
せ
さ
せ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
第
一
号
は
、
書
は
渡
辺
信
雄
さ
ん
、
絵
は
院

内
北
部
小
一
年
生
の
ま
と
ば
き
ょ
う
こ
さ
ん
、
で
し
た
。

｢

響
流｣

に
は
、
法
要
の
際
の
ご
法
話
要
旨
、
そ
れ
に

子
供
会
や
婦
人
会
、
報
恩
講
な
ど
の
お
寺
の
行
事
、
研

修
旅
行
、
上
山
奉
仕
、
等
々
の
報
告
や
参
加
者
の
感
想

等
が
の
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
『
響
流
山
勝
福
寺
ー
そ
の
歴
史
と
歩
み
ー
』

に
は｢

響
流｣

の
原
稿
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、｢

響
流｣

の
発
行
を
年
度
別
に
調
べ
て
み

る
と
、

一
九
八
八
年

１
～
４
号

一
九
八
九
年

５
～
14
号

一
九
九
〇
年

15
～
21
号

一
九
九
一
年

22
～
26
号

一
九
九
二
年

27
～
30
号

一
九
九
三
年

31
～
34
号

一
九
九
四
年

35
号

一
九
九
五
年

36
号

一
九
九
六
年

37
号

一
九
九
七
年

38
～
46
号

一
九
九
八
年

47
～
52
号

一
九
九
九
年

53
～
59
号

二
〇
〇
〇
年

60
～
62
号

二
〇
〇
一
年
～
二
〇
一
四
年

63
号
～
76
号

二
〇
一
五
年

77
・
78
号

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

は
じ
め
の
頃
は
一
生
懸
命
に
出
し
て
お
り
ま
す
が
、

二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
か
け
て
は
、
年
賀
号

だ
け
に
な
り
、
一
年
間
の
歩
み
を
ま
と
め
て
報
告
し
て

い
ま
す
。

住
職
が
怠
け
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
す
べ

て
一
人
で
し
て
い
た
こ
と
が
、
つ
い
怠
け
て
し
ま
う
要

因
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
反
省
か
ら
二
〇

一
五
年
に
寺
報
の
た
め
の
編
集
委
員
会
を
作
り
、
再
出

発
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

次
頁
か
ら
「
響
流
」
の
表
紙
を
飾
っ
た
子
ど
も
た
ち

の
絵
と
、
法
語
を
書
い
て
も
ら
っ
た
ご
門
徒
の
皆
さ
ん

の
書
（
字
）
を
載
せ
て
お
き
ま
す
。
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広

報

事

業

「
響
流
」

こ

う

る

題字の「響流」は前住職に書いてもらいました。

なつかしき「響流」第1号
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「響流」の表紙を飾ってくれた子ども

たちの絵です。この絵を描いてもらっ

てから何年も経ちます。今はどこで、

どんな生活をしているのでしょうか？
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心に響く良き言葉を選んで、ご門

徒の皆さんに書いていただきまし
た。今はお浄土へ還られた懐かし

き人の名が散見されます。
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ひ
ぐ
ら
し
や

た
だ
ね
ん
ぶ
つ
の

ほ
か
は
な
し（

法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り
）

渡
辺
貞
子
（
上
町
）

木
村
先
生
の
こ
の
お
言
葉
は
、
た
だ
私
一
人
に
聞
か

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

私
が
十
八
才
か
十
九
才
の
頃
で
あ
り
ま
す
。
母
と
い

つ
も
の
よ
う
に
お
寺
参
り
を
し
て
お
る
と
、
父
が
「
お

寺
へ
参
る
の
は
良
い
が
、
い
く
ら
お
参
り
を
重
ね
て
も
、

聞
く
と
こ
ろ
を
聞
か
ね
ば
何
の
役
に
も
立
た
な
い
よ
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
私
は
、
た
だ
南
無
阿
弥

陀
仏
を
唱
う
れ
ば
浄
土
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
、
と
お

も
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
し
た
。

父
は
ま
た
「
人
間
、
誰
に
で
も
仏
様
は
ご
ざ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
誰
に
会
っ
て
も
南
無
阿
弥
陀
仏
で
拝
む
の

で
す
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
六
十
年
も
過
ぎ
た
今
日
、
私
は
そ
れ
が
解
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

…
。
た
だ
恥
ず
か
し
い
ば
か

り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
響
流
」
を
ご
縁
と
し
て
、
南

無
阿
弥
陀
仏
の
日
暮
ら
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

（
『
響
流
』
7
号
）

弔
辞

勝
福
寺
坊
守

藤
谷
純
子

サ
ダ
子
さ
ん
、
九
十
七
年
間
の
こ
の
世
の
い
の
ち
を

終
え
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
お
浄
土
へ
お
帰
り
に
な
る
時

を
迎
え
ま
し
た
ね
。

昨
日
お
母
さ
ん
（
前
坊
守
）
も
、
乗
り
物
酔
い
が
ひ

ど
く
て
ど
こ
へ
も
出
か
け
な
い
サ
ダ
子
さ
ん
が
聞
法
会

や
ご
本
山
へ
は
よ
く
出
か
け
た
こ
と
を
、
な
つ
か
し
そ

う
に
話
し
て
い
ま
し
た
。
お
元
気
だ
っ
た
頃
の
お
姿
に

は
、
私
は
長
く
は
出
会
っ
て
い
な
い
の
で
短
い
ご
縁
で

し
た
が
、
私
が
サ
ダ
子
さ
ん
と
出
会
っ
て
思
う
と
こ
ろ

を
少
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
二
十
三
日
、
住
職
と
一
緒
に
お
見
舞
い
に
伺
っ

た
時
、
知
道
さ
ん
が
何
回
も
何
回
も
「
サ
ダ
子
さ
ん
、

お
ば
ち
ゃ
ん
、
知
道
だ
よ
、
わ
か
る
か
い
」
と
呼
び
か

け
る
た
び
、
お
ば
ち
ゃ
ん
は
そ
の
都
度
そ
の
都
度
頷
い

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
お
っ
て
「
サ
ダ
子
さ
ん
、

お
や
す
み
な
さ
い
」
「
お
や
す
み
な
さ
い
」
と
声
を
か

け
て
帰
っ
て
き
た
の
で
す
。
私
も
最
後
の
お
別
れ
の
つ

も
り
で
し
た
。

知
道
さ
ん
は
「
両
親
と
の
関
係
だ
け
だ
っ
た
ら
、
オ

レ
は
寺
に
帰
ら
な
か
っ
た
ろ
う
な
。
サ
ダ
子
さ
ん
達
が

待
っ
て
く
れ
て
い
た
か
ら
帰
っ
た
ん
だ
と
思
う
よ
」
と

よ
く
言
い
ま
す
。
お
寺
と
ご
門
徒
の
ふ
し
ぎ
な
あ
た
た

か
い
結
び
つ
き
、
こ
こ
に
は
阿
弥
陀
さ
ま
が
お
ら
れ
る

ん
だ
と
思
い
ま
す
。

お
寺
を
心
の
実
家
と
し
、
阿
弥
陀
様
を
心
の
親
さ
ま

と
し
て
、
自
分
の
お
里
に
帰
る
よ
う
に
陰
に
陽
に
お
寺

に
ご
奉
仕
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
お
方
が
、

私
が
来
て
か
ら
で
も
、
も
う
お
浄
土
に
帰
ら
れ
た
ミ
ツ

ル
さ
ん
、
ミ
ス
ヱ
さ
ん
、
シ
ズ
カ
さ
ん
、
ヲ
ソ
ヨ
さ
ん
、

森
さ
ん

…

上
町
に
大
勢
お
ら
れ
ま
し
た
。

お
寺
へ
来
れ
ば
、
同
じ
生
活
の
苦
労
話
や
料
理
の
作

り
方
、
漬
物
を
も
ち
よ
っ
た
り
、
お
寺
の
お
手
伝
い
が

身
に
つ
い
て
い
る
お
ば
ち
ゃ
ん
達
に
、
寺
は
支
え
ら
れ

て
き
た
の
で
す
。
お
ば
ち
ゃ
ん
達
か
ら
、
難
し
い
聖
典

の
言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
け
れ
ど
、
い
つ
だ
っ
た

か
知
道
さ
ん
が
「
サ
ダ
子
さ
ん
の
合
掌
の
姿
は
美
し
い

な
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
に

阿
弥
陀
様
の
お
心
を
身
に
受
け
て
、
身
を
低
く
し
て
生

き
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
教
え
を
頭
で
覚
え
た
り
、
自
分

の
手
の
中
に
に
ぎ
り
こ
む
の
で
な
く
て
、
体
に
し
み
こ

ま
せ
て
一
生
懸
命
働
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
お
寺
を
心

の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
は

そ
う
い
う
お
寺
に
ど
ん
な
姿
で
住
ま
わ
せ
て
も
ら
っ
て

い
る
の
か
、
サ
ダ
子
さ
ん
た
ち
に
問
わ
れ
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
サ
ダ
子
さ
ん
の
鏡
に
は
、
慣
れ
て
は
手
で

す
る
こ
と
も
足
で
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
ず
い
ぶ
ん
高

上
が
っ
て
い
る
私
が
映
し
出
さ
れ
て
き
ま
す
。

サ
ダ
子
さ
ん
か
ら
は
、
坊
守
は
こ
う
で
あ
ら
ね
ば
な

ど
と
注
文
め
い
た
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
た
だ
一
つ
私
に
た
の
む
よ
う
に
仰
っ
た
こ
と
が
あ

- 110 -



り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
い
つ
い
っ
て
も
お
内
仏
を
美
佐

子
さ
ん
が
き
れ
い
に
飾
っ
て
く
れ
て
る
の
で
あ
り
が
た

い
と
言
っ
た
あ
と
で
、
「
奥
さ
ん
、
美
佐
子
を
お
寺
に

参
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
わ

れ
た
の
で
す
。
自
分
た
ち
の
老
後
の
こ
と
と
か
、
渡
辺

家
の
こ
と
を
心
配
し
た
り
す
る
の
で
な
く
、
そ
う
言
わ

れ
た
そ
の
言
葉
は
、
私
の
胸
に
深
く
包
み
込
ま
れ
て
い

て
忘
れ
ら
れ
な
い
言
葉
で
し
た
。
嫁
に
対
す
る
姑
の
お

慈
悲
の
よ
う
な
も
の
を
私
は
感
じ
ま
し
た
。
こ
う
い
う

お
心
が
お
寺
を
次
の
世
代
に
つ
な
い
で
下
さ
っ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
、
サ
ダ
子
さ
ん
の
私
達
へ
の
厚
い
念
い
を
し
っ

か
り
受
け
止
め
直
し
て
、
私
も
そ
れ
に
育
て
ら
れ
て
ゆ

き
た
い
と
念
う
こ
と
で
す
。

サ
ダ
子
さ
ん
、
長
い
間
念
じ
つ
づ
け
て
下
さ
っ
て
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
浄
土
か
ら
時
々
還
っ
て
き
て
、
私
た
ち
を
叱
咤
激

励
し
て
下
さ
い
。
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日

（
『
響
流
』
72
号
）

わ
が
家
の
お
内
仏

幡
手

ス
エ
ノ
（
新
町
）

南
無
阿
弥
陀
仏

お
内
仏
の
前
に
座
り
ま
す
と
、
あ
り
し
日
の
正
遠
先

生
の
や
さ
し
い
温
顔
と
お
姿
が
眼
に
浮
か
び
ま
す
。

丁
度
、
昨
年
の
今
頃
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
五
月
に
亡

夫
の
五
十
回
忌
を
お
勤
め
す
る
の
で
、
安
部
一
心
堂
さ

ん
に
お
仏
壇
の
彩
色
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
小
さ
な
お
内
仏
で
す
の
で
仏
さ
ま
は
ど
う
し
ょ
う

か
と
迷
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
坊
守
さ
ん
よ
り
、
別
府
鉄

輪
の
原
さ
ん
方
の
「
あ
や
く
も
の
会
」
に
藤
原
正
遠
先

生
、
利
枝
先
生
が
お
い
で
下
さ
る
の
で
、
そ
の
時
、
先

生
に
お
願
い
し
た
ら
と
言
わ
れ
、
ま
る
で
夢
の
よ
う
な

お
話
で
し
た
。

あ
の
日
、
先
生
は
大
分
お
疲
れ
の
ご
様
子
で
、
申
し

訳
な
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
日
時
も
迫
っ
て
い
ま
し
た

の
で
、
厚
か
ま
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
お
蔭
様

で
、
う
ち
の
お
内
仏
は
お
名
号
、
十
字
名
号
、
九
字
名

号
と
三
幅
と
も
正
遠
先
生
の
直
筆
で
、
私
の
宝
物
で
ご

ざ
い
ま
す
。

去
る
一
月
二
十
八
日
の
同
朋
会
は
、
小
雪
が
舞
う
寒

い
夜
で
し
た
が
、
暖
か
い
お
迎
え
を
頂
き
も
っ
た
い
な

い
こ
と
で
し
た
。
お
内
仏
の
正
面
に
「
彩
雲
院
釈
正
遠
」

の
法
名
が
か
け
ら
れ
、
右
手
に
は
先
生
の
お
歌
の
書
か

れ
た
屏
風
が
立
て
ら
れ
、
皆
で
、
心
を
こ
め
て
『
阿
弥

陀
経
』
を
頂
き
ま
し
た
。

ま
た
、
正
遠
先
生
か
ら
何
十
年
と
お
育
て
を
頂
い
た

別
府
の
五
十
嵐
さ
ん
が
、
報
恩
の
感
話
を
し
て
下
さ
い

ま
し
た
。
そ
れ
は
そ
れ
は
お
ご
そ
か
で
、
小
人
数
で
す

が
大
き
な
大
き
な
ご
法
事
で
し
た
。

「
四
分
、
六
分
の
お
話
」
「
何
事
も
大
法
界
の
仏
さ

ま
の
お
仕
事
」
「
計
ら
い
の
な
い
南
無
阿
弥
陀
仏
」
、

数
々
の
先
生
の
お
育
て
を
し
っ
か
り
頂
い
て
い
き
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

（
『
響
流
』
40
号
）
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住職手作りの愛着深き掲示板も20余年を経てつ
いに朽ちました。今度は日田の鍛冶谷榮さんが本
職の腕を発揮して製作し、ご寄贈下さいました。

『響流』77号（2015年1月号） 『響流』73号（2011年1月号）

渡邉昌敏さん（上町）が勝福寺の山号「響流山」を
こ う る さ ん

伐採された別院の桜の木に彫ってくれました。



勝
福
寺
の
寺
報
を
再
出
発
す
る
に
あ
た
り
、
渡
辺
重

昭
さ
ん
（
編
集
長
）
、
渡
辺
和
義
さ
ん
、
香
田
紀
子
さ

ん
、
松
本
知
代
さ
ん
に
加
わ
っ
て
も
ら
い
、
住
職
、
坊

守
と
合
わ
せ
て
六
名
で
も
っ
て
寺
報
の
編
集
委
員
会
を

立
ち
上
げ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ま
ず
、
寺
報
の
名
を
み
ん
な
に
親
し
ん
で

い
た
だ
け
る
よ
う
に
、｢

響
流｣

か
ら｢
ひ
び
き｣

へ
変
更

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

ま
た
発
行
回
数
も
、
お
寺
と
門
信
徒
の
皆
さ
ん
方
の

つ
な
が
り
を
よ
り
密
に
す
る
た
め
、
年
四
回
（
一
月
・

四
月
・
七
月
・
十
月
）
発
行
を
基
本
と
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
内
容
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
結
果
、
巻
頭

言
、
企
画
物
の｢

ご
門
徒
さ
ん
こ
ん
に
ち
は｣

、
お
彼
岸

や
報
恩
講
の
様
子
や
法
話
の
ま
と
め
、
総
代
会
の
報
告
、

仏
事
の
知
識
、
勝
福
寺
の
諸
活
動
、
生
活
の
豆
知
識
な

ど
で
構
成
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
最
近
で
は｢

勝
福

寺
の
今
後
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て｣

の
ア
ン
ケ
ー
ト
集

計
結
果
を
載
せ
た
り
し
て
い
ま
す
。

発
行
部
数
は
三
五
〇
部
、
特
に
年
始
号
は
六
〇
〇
部

を
発
行
し
て
い
ま
す
。｢

ひ
び
き｣

は
カ
ラ
ー
印
刷
で
す

が
、
当
初
は
自
分
た
ち
で
印
刷
し
て
い
た
の
で
、
刷
り

上
が
り
に
む
ら
が
で
き
た
り
し
て
読
み
に
く
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。

し
か
し
九
十
二
号
か
ら
は
、
印
刷
を
外
注
に
出
す
よ

う
に
な
り
、
刷
り
上
が
り
が
と
て
も
き
れ
い
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
怪
我
の
功
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

経
費
の
面
で
も
自
分
た
ち
が
印
刷
す
る
よ
り
は
る
か
に

安
く
で
き
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

さ
て
今
後
の｢

ひ
び
き｣

で
す
が
、
九
十
号
に｢

勝
福

寺
の
今
後
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て｣

の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
を
載
せ
ま
し
た
。

そ
の
中
で｢

ひ
び
き｣

に
関
す
る
項
目
の
中
で｢

ひ
び

き
を
読
ま
れ
て
い
ま
す
か
？｣

、｢

ど
の
記
事
を
読
ま
れ

ま
す
か
？｣

に
よ
れ
ば
80
％
の
方
が
読
ま
れ
て
お
り
、

皆
さ
ん
方
に
定
着
し
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
し
た
。

＊
次
頁
よ
り
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
載
せ
た
「
ひ
び
き

90
号
」
を
収
録
し
て
お
き
ま
す
。
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「ひびき」と名を変えた再出発号

「
ひ
び
き
」
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「勝福寺の今後のあり方等について」アンケート集計結果

皆さんに書いていただいたアンケートを｢勝福寺・親鸞聖人七百五十回御遠忌委員会｣が中心に

なって分析し、以下のようにまとめました。ご一読下さい。

＜全般的なまとめ＞

配布世帯１９０に対して回収世帯１５０（回収枚数２０９）で、世帯単位の回収率は、７９
％でした。アンケートの個別項目の集計状況は、グラフに掲げているとおりです。

記述式の質問についても多数の回答が寄せられていますが、紙面の関係ですべてを記載する

ことができませんので、グラフの後に整理要約して記載しています。

女性の数が男性の約２倍となっています。これ

は女性の平均寿命が約６歳長いことと、一般的に、

結婚時に女性の方が年下であることなどが理由と

して考えられます。また、仏さまのことは「奥さ

ん任せ」になっている家庭もあるようで、そうし

たことも関係しているかあもしれません。

回答して下さった方の80％が60歳以上で、60歳

未満は13％でした。社会の平均以上に高齢化率が

高いのは、若い人の多くはお仏壇（お内仏）のあ

る家を出て、お寺に繋がりのあるのはお年寄りの

世帯となってしまっていることの現れのようです。

お花も多くの人が枯らすことなくあげられてい

ました。忙しい日々、ついうっかりということも

ありますが、お内仏は浄土の世界をあらわしたも

のです。お花は生き生きとした状態を保つよう心

がけたいですね。

ほぼ毎日あげている人が約６割もいるというの

は嬉しい驚きでした。現在は、ご飯も毎日は炊か

ない家も増えているのではないかと思いますが、

その中でほぼ毎日あげているということは、お内

仏を大事にされている人が多いという事なのでしょ

う。
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月忌参りですから先祖のお供養が第一になる

のは当然でしょうね。それから10㌫の方が、そ

のお布施でお寺を支えているとお考え下さって

いました。また7㌫の方ですが、教えにふれるこ

とも月忌参りの意味と考えられています。複数

回答にしていたら、②や③の回答がもっとあっ

たかもしれません。お月忌には、①②③の三つ

の意味が含まれていると思います。

「できるだけ参加する」と回答された方が29㌫

いました。回答枚数が209ですから「できるだけ参

加する」人が約６０人となります。②の「誘われ

たら参加する」人も30人弱になるかと思います。

現在の参加者が大体50～60人程度ですので、まだ、

誘いを待っている人がいらっしゃるのかもしれま

せん。お互いに誘い合っていきましょう。

｢ほぼ毎日｣お経をあげておられる方が20㌫もお

られたことにビックリしました。また｢時々｣と｢お

寺がお参りする時｣を併せると76％、４分の３の人

が、ご仏前に手を合わせてお勤めをされています。

ありがたいですね。

仏さまに掌を合わすだけでなく、お経をあげると

いう、そうしたゆったりとした時間をもつことが

人生を深く豊にしてくださることでしょう。

前の回答と関連しており、先祖の供養のために

読経を、教えにふれるために法話を望んでいると

思われます。月に一度、お寺さんと対面できる機

会ですから、世間のこと、

自分のこと、家族のこと、

時期に応じたお話を聞け

るといいですね。
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この問は複数回答していただきました。

「人間としての生き方」をあげた人が75人

おり、一番多くいました。｢人間としての死

に方｣の38人と合わせ、仏教に、生き死にの

拠り所（よりどころ）を求められているこ

とを感じます。

「お釈迦さま」（35+8人）「親鸞聖人」（13

人）は、生き死にの拠り所として｢お念仏に

ついて｣（51人）｢お浄土について｣（30人）教え

て下さっています。一つに繋がっていくと

いいですね。

これも複数回答していただきました。ご門

徒さんにとって、｢お葬式｣｢ご法事｣｢お月忌｣

が大切なのは当然だと思いますが、次に多い

のが「法要」となっており、報恩講や彼岸会

でのご法話などを楽しみにしている門徒さん

の多いことを改めて知らされました。

また、婦人会活動、子ども会活動にも賛同

をいただいております。

そのほか、お寺で取り組んでいる様々な活

動にも、一定程度のご賛同をいただきました。

「必ず読む」と「時々読む」を併せると80％

の人が読まれており、門徒さんの中に定着して

きているようです。

これからも皆さんから愛される紙面つくりをし

ていきたいと思います。

これも複数回答していただきました。読まれ

ている記事では、「ご門徒さんこんにちは」が

断トツに多く96人でした。｢法話聞き書き」が40

人と少ないのは、活字ではわかりにくいからで

しょうか。あるいは、法要にお参りされなかっ

た方にはあまり読まれていないという事でしょ

うか。その他の記事はどれも60人弱の人が読ま

れており、これからも続けていこうと思います。
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これも複数回答していただきました。読まれ

ている記事では、「ご門徒さんこんにちは」が

断トツに多く96人でした。｢法話聞き書き」が40

人と少ないのは、活字ではわかりにくいからで

しょうか。あるいは、法要にお参りされなかっ

た方にはあまり読まれていないという事でしょ

うか。その他の記事はどれも60人弱の人が読ま

れており、これからも続けていこうと思います。

「必ず読む」と「時々読む」を併せると80％

の人が読まれており、門徒さんの中に定着して

きているようです。

これからも皆さんから愛される紙面つくりをし

ていきたいと思います。

これも複数回答していただきました。ご門

徒さんにとって、｢お葬式｣｢ご法事｣｢お月忌｣

が大切なのは当然だと思いますが、次に多い

のが「法要」となっており、報恩講や彼岸会

でのご法話などを楽しみにしている門徒さん

の多いことを改めて知らされました。

また、婦人会活動、子ども会活動にも賛同

をいただいております。

そのほか、お寺で取り組んでいる様々な活

動にも、一定程度のご賛同をいただきました。

この問は複数回答していただきました。

「人間としての生き方」をあげた人が75人

おり、一番多くいました。｢人間としての死

に方｣の38人と合わせ、仏教に、生き死にの

拠り所（よりどころ）を求められているこ

とを感じます。

「お釈迦さま」（35+8人）「親鸞聖人」（13

人）は、生き死にの拠り所として｢お念仏に

ついて｣（51人）｢お浄土について｣（30人）教え

て下さっています。一つに繋がっていくと

いいですね。



私
は
大
正
十
四
年
十
一
月
の

生
ま
れ
で
す
か
ら
、
今
九
十
才

と
三
ヶ
月
で
す
。
私
に
と
っ
て

お
念
仏
の
ご
縁
を
下
さ
っ
た
の

は
母
の
母
で
あ
る
お
婆
さ
ん
で

し
た
。
お
婆
さ
ん
は
明
治
元
年

の
生
ま
れ
で
、
子
供
の
い
な
い

大
家(

お
お
い
え)

の
家
へ
十
五

才
の
時
に
養
女
に
入
り
、
や
が

て
婿
養
子
を
迎
え
て
十
六
才
で

私
の
母
を
産
ん
だ
ん
で
す
。
次
々

生
ま
れ
た
四
人
の
子
が
全
部
女

で
、
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
、

自
分
の
時
代
が
な
か
っ
た
と
言
っ

て
ま
し
た
。
そ
ん
な
苦
労
が
お

念
仏
の
道
に
入
る
ご
縁
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

お
手
次
寺
は
正
行
寺
で
し
た

が
遠
か
っ
た
の
で
蠣
瀬(

か
き
ぜ)

に
あ
る
お
西
の
お
寺
さ
ま
へ
お

朝
事
に
参
っ
て
い
ま
し
た
。
家

で
も
毎
朝
ご
飯
の
前
に
、
お
婆

さ
ん
が
お
正
信
偈
を
あ
げ
、
そ

の
後
に
母
に
兄
・
姉
・
私
・
弟

が
並
ん
で
お
参
り
し
ま
し
た
。

最
後
に
、

＊
何
の
不
足
も
今
日
一
日
は
、

私
は
言
わ
ず
に
に
こ
に
こ
と
。

＊
人
に
対
い
て
今
日
一
日
を
、

私
は
笑
顔
で
親
切
に
。

＊
仏
に
抱
か
れ
て
今
日
一
日
も
、

私
は
往
き
ま
す
お
浄
土
に
。

と
唱
え
る
ん
で
す
。
弟
が
「
私

は
往
き
ま
す
お
浄
土
に
、
私
は

往
き
ま
す
お
浄
土
に
」
と
繰
返

す
と
、
お
婆
さ
ん
が
「
お
前
は

い
い
子
じ
ゃ
」
と
ほ
め
る
ん
で

す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
ご
飯
を
い

た
だ
く
ん
で
す
が
、
毎
朝
お
精

進
で
、
だ
し
も
昆
布
で
と
っ
て

ま
し
た
。
私
は
ず
っ
と
そ
れ
が

あ
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
よ
。

兄
や
姉
が
優
秀
で
、
私
は
ケ

タ
は
ず
れ
に
変
わ
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。
頭
の
毛
は
赤
く
ち
ぢ

れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
お
婆
さ

ん
が
毎
朝
お
湯
で
の
ば
し
て
と

か
し
て
く
れ
て
「
お
前
は
何
で

こ
ん
な
ん
じ
ゃ
ろ
う
。
心
の
素

直
な
子
に
な
れ
よ
」
と
言
わ
れ

て
、
本
当
に
可
愛
が
ら
れ
ま
し

た
。小

学
校
四
年
の
時
に
こ
ん
な

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
お
客
僧

様
が
風
邪
で
来
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
っ
て
、
代
わ
り
に
高
座
の

横
に
イ
ス
と
テ
ー
ブ
ル
を
置
い

て
、
父
が
親
鸞
様
の
お
得
度
の

話
を
紙
に
書
い
て
く
れ
、
私
に

そ
れ
を
読
め
と
言
う
ん
で
す
。

途
中
忘
れ
て
し
ま
っ
て
ね
、
原

稿
を
見
な
が
ら
話
終
え
た
時
、

ご
門
徒
の
婆
ち
ゃ
ん
が
「
ど
こ

の
嬢
ち
ゃ
ん
や
ろ
う
か
」
と
言
っ

て
拝
ん
で
下
さ
い
ま
し
た
。
そ

の
後
何
か
に
つ
け
て
私
が
「
明

日
す
る
」
と
言
う
と
「
そ
の
日

の
こ
と
は
そ
の
日
の
う
ち
に
。

《
明
日
あ
り
と
思
う
心
の
あ
だ

桜
夜
半
（
よ
わ
）
に
嵐
の
吹
か

ぬ
も
の
か
は
》
親
鸞
様
は
こ
う

じ
ゃ
っ
た
ろ
」
っ
て
言
わ
れ
た

も
の
で
す
。

お
婆
さ
ん
は
い
つ
も
独
言(

ひ

と
り
ご
と)

の
よ
う
に
「
ナ
マ
ン

ダ
ブ

ナ
マ
ン
ダ
ブ
」
と
申
し

て
ま
し
た
。
怒
る
こ
と
の
な
い

人
で
し
た
が
、
あ
ま
り
笑
わ
な

か
っ
た
気
が
し
ま
す
。
私
は
ぎ

ご
ち
な
く
「
ナ
マ
ン
ダ
ブ
」
と

言
っ
て
た
の
で
す
が
、
こ
の
頃

は
「
ナ
マ
ン
ダ
ブ

ナ
マ
ン
ダ
ブ
」

と
お
婆
さ
ん
に
似
て
き
ま
し
た
。

父
は
と
て
も
ワ
ン
マ
ン
な
人

で
母
は
苦
労

し
ま
し
た
ね
。

友
人
七
人
で

「
読
経
会
」

を
作
り
、
毎

月
第
三
日
曜

日
の
朝
、
各

家
を
回
り
、

「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
を
あ
げ
て
、

そ
の
家
で
み
そ
汁
と
漬
物
の
朝

食
を
い
た
だ
く
こ
と
を
し
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
で
お
経
様
が
私

の
耳
に
入
っ
て
い
ま
す
。
身
に

つ
い
て
る
ん
で
す
ね
。

父
母
は
子
供
を
さ
ん
付
け
で

呼
ぶ
人
で
し
た
。
私
の
名
が

「
治
子
」
と
い
う
の
で
、
「
ハ

ル
が
来
た

〳
〵

」
と
友
達
か

ら
か
ら
か
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

で
父
に
、
何
で
ハ
ル
子
っ
て
付

け
た
の
と
聞
い
た
ら
「
そ
の
ハ

ル
で
な
い
、
治
は
自
分
を
お
さ

め
る
と
い
う
こ
と
だ
。
自
分
の

意
志
を
し
っ
か
り
も
っ
て
付
和

雷
同
す
る
な
よ
」
、
こ
れ
が
父

の
教
え
で
し
た
。
私
が
二
十
才

の
時
に
父
を
看
取
り
ま
し
た
。

母
も
養
子
と
り
で
し
た
の
で

「
ど
ん
な
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ

て
も
帰
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
で

も
お
念
仏
を
称
え
れ
ば
心
が
安

ま
る
」
っ
て
泣
い
て
い
ま
し
た

ね
。
父
の
看
病
を
し
な
が
ら
お

三
部
経
を
写
経
し
て
綴
本
に
し

て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
母
は
九

十
才
で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、

最
後
に
「
お
念
仏
が
出
ん
」
と

嘆
き
ま
し
た
。
で
も
い
つ
の
間

に
か
お
念
仏
申
し
て
る
の
で

「
お
念
仏
が
出
と
る
じ
ゃ
な
い
」

と
言
っ
た
ら
「
あ
ゝ
よ
か
っ
た
」

と
言
っ
て
、
そ
れ
が
最
後
で
し

た
ね
。
私
は
父
母
、
そ
し
て
義

父
母
、
再
婚
し
て
そ
の
義
父
母

に
義
弟
妹
、
そ
れ
に
夫
と
、
何

人
も
を
看
取
り
ま
し
た
。
こ
れ

も
何
か
の
ご
縁
で
す
。

老
い
て
は
一
日
が
十
日
。
一

日
の
老
い
は
十
日
分
で
す
。
私

が
今
こ
う
し
て
安
心
し
て
生
き

て
お
れ
る
の
は
ご
近
所
の
皆
さ

ん
の
お
蔭
な
の
で
、
ご
近
所
の

人
に
お
別
れ
が
し
た
い
、
そ
ん

な
お
葬
式
が
し
た
い
で
す
ね
。

(

聞
き
書
き

藤
谷

純
子)
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外
子

外
園

治

子

（
中
津
）

ご
門
徒
さ
ん

こ
ん
に
ち
は
！

第
四
回

｢ひびき｣82号にのった｢ご門徒さんにこんにちは！」です。



こ
ん
な
言
葉
で
始
ま
る
「
か
ざ
は
な
通
信｣

が
坊
守

に
よ
っ
て
、
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
五
月
か
ら
毎

月
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
令
和
元
年
（
二
〇

一
九
年
）
十
月
現
在
、
84
号
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
宇
佐
市
高
家
の
円
徳
寺
前
住
職
の
酒
井
正
知

先
生
の｢

と
も
し
び
通
信｣

は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
に

始
ま
り
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
号
ま
で
、
三
百
号
の

長
き
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

酒
井
先
生
は
令
和
元
年
七
月
十
三
日
に
満
九
十
九
歳

で
お
浄
土
へ
お
還
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
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仏
法
聴
聞
へ
の
お
さ
そ
い
は
、
ま
る
で
風
が
舞
い

散
る
花
び
ら
を
い
ず
こ
へ
と
も
な
く
運
ん
で
い
く

よ
う
に
、そ
ん
な
感
じ
で
、誰
か
ら
と
も
な
く
、
誰

へ
と
も
な
く
、
…
…

如
来
さ
ま
の
は
か
ら
い
、お
仕

事
、
…
そ
ん
な
気
持
ち
で
月
に
一
度
お
手
元
に
届

け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

酒
井
正
知
先
生
の｢

と
も
し
び
通
信｣
を
ま
ね
て

｢

か
ざ
は
な
（
風
花
）
通
信｣

と
名
づ
け
て
み
ま
し
た
。

お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

百
日
聴
聞
会
の
後
、し
ば
ら
く
お
休
み
し
て
お
り

ま
し
た
が
、そ
ろ
そ
ろ
再
会
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。お
互
い
の
生
死
を
見
つ
め
、実
り
あ

る
人
生
を
遂
げ
ら
れ
ま
す
よ
う
、
仏
法
聴
聞
を
続

け
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

お

便

り

伊
東
正
子
（
北
海
道
）

純
子
さ
ん
、
私
こ
の
頃
思

う

こ
と

が
あ

る

の
で

す
。

「
か
ざ
は
な
通
信
」
な
ど
送
っ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
仏

様
の
心
が
長
い
年
月
を
か
け

て
、
私
の
、
頭
ば
か
り
大
き

く
傲
慢
な
心
に
、
雨
の
滴
く

の
よ
う
に
染
み
込
ん
で
く
だ

さ
っ
て
い
る
の
を
実
感
す
る

こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

何
事
も
疑
い
の
強
い
私
は
、

人
様
の
こ
と
を
疑
っ
て
い
る

の
で
心
が
晴
れ
ず
、
仏
様
の

存
在
ま
で
も
忘
れ
て
い
る
の

で
す
。
自
分
勝
手
に
自
分
の

心
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
時
、

「
あ
あ
、
自
分
は
間
違
っ
て

い
る
。
林
先
生
や
純
子
さ
ん

が
私
に
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
の
は
、
仏
様
の
世
界
な

ん
だ
」
と
心
な
だ
め
て
、
ま

た
少
し
ず
つ
生
活
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

な
ま
く
ら
な
私
は
、
今
日

は
お
寺
に
行
く
の
が
お
っ
く

う
だ
と
思
っ
て
も
、
重
い
体

が
や
は
り
お
寺
に
行
っ
て
こ

よ
う
と
動
く
の
で
、
自
分
で

も
不
思
議
と
思
う
こ
と
が
あ

る
の
で
す
。
た
く
さ
ん
の
愛

情
を
か
け
て
い
た
だ
い
て
・
・
・

合
掌
で
す
。

か
ざ
は
な
通
信



119

愚
禿
釋
親
鸞
ー
そ
の
生
涯
と
教
え
ー

恵
信
尼
公
ー
そ
の
生
涯
と
お
便
り
ー

念
仏
の
光
の
中
に

念
仏
の
う
た

南
無
仏
の
御
名
な
か
り
せ
ば

い
の
ち
の
風
光

私
の
「
如
是
我
聞
」

助
か
る
縁
の
な
き
身

一
大
不
可
思
議
の
妙
用
に
運
ば
れ
て

一
里
塚

ー
百
日
安
居
の
記
録
ー

小
さ
き
は
小
さ
き
ま
ま
に

い
の
ち
の
御
物
語

後
生
の
一
大
事
に
心
を
か
け
て
弥
陀
た
の
め

念
仏
申
そ
う

題

名

藤
谷

知
道

藤
谷

純
子

山
本

ヒ
ロ
子

藤
谷

純
子

藤
谷

知
道

五
十
嵐

務

五
十
嵐

務

藤
原

利
枝

藤
谷

知
道

松
本

梶
丸

細
川

巌

著

者

二
〇
一
八
年
十
月

二
〇
一
四
年
四
月

二
〇
一
四
年
四
月

二
〇
一
二
年
八
月

二
〇
一
二
年
七
月

二
〇
一
二
年
三
月

二
〇
一
一
年
六
月

二
〇
〇
三
年
十
一
月

二
〇
〇
二
年
十
二
月

二
〇
〇
一
年
十
月

二
〇
〇
〇
年
九
月

一
九
九
九
年
九
月

一
九
九
五
年
五
月

刊

行

日

勝
福
寺

東
本
願
寺

CD

勝
福
寺
・手
造

日
豊
教
区

樹
心
社

勝
福
寺
・手
造

勝
福
寺
・手
造

勝
福
寺
・手
造

勝
福
寺
・手
造

樹
心
社

勝
福
寺

勝
福
寺

勝
福
寺
・手
造

発

行

者

響
流
山
勝
福
寺
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回

御
遠
忌
・テ
キ
ス
ト

東
本
願
寺
ラ
ジ
オ
放
送

山
本
ヒ
ロ
子
さ
ん
遺
稿
短
歌
集

高
倉
会
館
・親
鸞
聖
人
讃
仰
講
演
会

百
日
聴
聞
会
・聴
講
者
随
想
集

五
十
嵐
務
師
法
話
・追
悼
集

百
日
安
居
の
会
記
録

藤
谷
純
子
編
集

蓮
如
上
人
五
百
回
御
遠
忌
法
要
記
念
法
話

本
堂
庫
裏
改
宗
落
慶
法
要
記
念
法
話

山
を
越
え
る
会
報
恩
講
法
話

備

考

勝福寺関係出版物一覧


