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去
る
三
月
十
五
日
付
け
で
、
岐
阜
教
区
教
務
所

長
並
び
に
岐
阜
別
院
輪
番
及
び
笠
松
別
院
輪
番
並

び
に
池
野
経
堂
主
管
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
髙
原

眞
見
で
ご
ざ
い
ま
す
。
就
任
早
々
よ
り
本
日
に
至

る
ま
で
多
く
の
皆
さ
ま
の
温
か
い
ご
厚
情
と
ご
協

力
に
支
え
ら
れ
感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。
先
ず
以
て

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
現
在
、
皆
さ
ま
か
ら
の
激
励
並
び
に
ご
期
待
の

お
言
葉
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
の
お
言

葉
の
一
つ
一
つ
を
深
く
噛
み
締
め
あ
じ
わ
わ
せ
て

頂
き
な
が
ら
執
務
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
誠
に
以
て
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご

ざ
い
ま
す
。
間
に
合
わ
ぬ
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
ご
期
待
に
背
か
ぬ
よ
う
鋭
意
努
め
て
ま
い
る

所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
前
任
の
河
村
教
務
所
長
、
又
そ
の
前
々
任
者

で
あ
り
ま
す
長
岡
教
務
所
長
、
次
い
で
井
上
教

務
所
長
と
三
代
に
わ
た
る
大
事
業「
親
鸞
聖
人

七
百
五
十
回
大
遠
忌
法
要
記
念
事
業
長
期
振
興
計

画
」
を
教
区
の
皆
さ
ま
の
深
い
ご
理
解
と
温
か
な

ご
協
力
の
も
と
完
遂
さ
れ
、
時
代
の
大
き
な
う
ね

り
の
中
で
の
、
そ
の
ご
苦
労
い
か
ば
か
り
で
あ
っ

た
こ
と
か
と
ご
拝
察
申
し
あ
げ
ま
す
と
共
に
、
不

世
出
な
ご
才
能
を
十
二
分
に
発
揮
さ
れ
、
昨
年
、

別
院
ご
本
堂
の
大
修
復
並
び
に
香
光
殿
新
築
と
い

う
成
果
を
結
ば
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
岐
阜
教
区
の

み
な
ら
ず
、
宗
門
の
歴
史
に
残
る
ご
功
績
で
あ
り

ま
す
こ
と
は
衆
目
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
、
深
甚
の

敬
意
と
謝
意
を
表
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
前
教
務
所
長
は
、
教
区
内
の
皆
さ
ま
と
厚
い
信

頼
関
係
を
結
ば
れ
、
こ
の
大
事
業
が
実
現
さ
れ
た

こ
と
を
思
い
ま
す
と
、
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
前
教
務
所
長
へ
の
寂
寥
の
念
耐
え
る
こ
と
は

な
い
も
の
と
ご
拝
察
い
た
し
ま
す
が
、
総
局
の
ご

下
命
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
後
人
吉
の
地
で
教

線
の
拡
充
ご
専
一
に
ご
法
耕
く
だ
さ
り
た
く
益
々

の
ご
健
勝
を
念
じ
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
こ
の
上
は
、
前
人
者
の
思
い
を
十
二
分
に
引
き

継
い
で
、
全
力
を
傾
注
し
て
粛
々
と
執
務
に
当

た
っ
て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
小
職

は
前
任
者
の
見
識
・
胆
力
・
牽
引
力
に
及
ぶ
べ
く

も
な
く
　
未
だ
浅
学
非
才
の
身
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
皆
さ
ま
の
ご
指
南
・
指
導
を
何
と
ぞ
宜
し
く

お
願
い
申
し
あ
げ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
さ
て
こ
こ
で
少
し
小
職
の
思
い
の
丈
を
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

　
顧
み
ま
す
と
、
今
を
遡
り
ま
す
こ
と
一
世
紀
半
、

明
治
二
十
四
年
、
濃
尾
大
地
震
、
そ
し
て
先
の
大

戦
に
お
け
る
昭
和
二
十
年
七
月
九
日
、
岐
阜
大
空

襲
で 

二
度
に
も
わ
た
る
苦
難
の
世
情
を
も
の
と
も

せ
ず
、
不
屈
の
精
神
を
以
て
、「
浄
土
へ
の
道
を
顕

ら
か
に
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
」
の
み
跡
を
慕
う
先
達

が
、
ひ
た
す
ら
ご
法
義
繁
昌
に
向
け
て
情
熱
を
燃

や
さ
れ
、
遂
に
昭
和
二
十
六
年
本
堂
を
見
事
に
再

建
い
た
だ
き
、
併
せ
て
香
光
殿
を
ご
本
山
よ
り
お

迎
え
で
き
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
爾
来
、
七
十
有
余
年
そ
の
熱
き
思
い
を
脈
々
と

受
け
継
が
れ
、
岐
阜
に
お
け
る
聞
法
の
拠
点
、
伝

道
の
拠
点
と
し
て
そ
の
役
割
を
発
揮
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
永
年
の
風
雨
に
耐
え
る

も
老
朽
化
が
著
し
く
す
す
む
中
、
み
教
え
を
聞
き

伝
え
た
い
と
願
う
方
々
の
声
に
、
こ
れ
か
ら
益
々

進
む
で
あ
ろ
う
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
、
高
齢
者

に
も
優
し
く
、
よ
り
快
適
に
か
つ
安
全
面
に
も
考

慮
さ
れ
た
聴
聞
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
、

長
期
振
興
計
画
が
立
案
さ
れ
、
教
区
の
総
意
を
得

る
べ
く
十
年
の
歳
月
を
経
て
徹
底
し
た
討
議
の

末
、
そ
の
着
工
に
至
っ
た
も
の
と
聞
き
及
ぶ
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
教
区
内
の
寺
院
関
係
者
の
い
ず
れ
の
方
々
も

「
岐
阜
別
院
本
堂
」「
香
光
殿
を
よ
り
良
く
し
た
い
」

と
の
思
い
は
皆
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
と
伺
い
知
る

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
寺
院
を
取
り
巻
く
厳
し
い
社
会
情
勢
の
中
で
、

財
政
面
で
は
厳
し
い
声
が
聞
か
れ
、
募
財
計
画
は

困
難
を
極
め
る
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
し
た
が
、
岐

阜
別
院
建
立
当
初
の
趣
旨
の
通
り
、
聞
法
・
伝
道

に
ふ
さ
わ
し
い
会
館
に
し
よ
う
と
い
う
皆
さ
ま
の

願
い
に
よ
る
ご
懇
念
の
も
と
、
つ
い
に
め
で
た
く

岐
阜
教
区
教
務
所
長

御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動

　
　
　
　
岐
阜
教
区
委
員
会
委
員
長

髙　
原　
眞　
見
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昨
年
落
慶
法
要
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、
ご
同

慶
の
極
み
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
誠
に
仏
祖
の
ご
加
護
、
ご
本
山
本
願
寺
な
ら
び

に
宗
派
の
ご
支
援
・
ご
指
導
、
岐
阜
教
区
の
寺
院

住
職
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
関
係
者
・
門
信
徒
・

教
化
団
体
関
係
者
の
皆
さ
ま
の
ご
懇
念
、
岐
阜
県

仏
教
会
な
ど
関
係
団
体
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
を
お

寄
せ
い
た
だ
い
た
賜
と
慶
び
に
堪
え
な
い
次
第
で

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
度
の
長
期
振
興
計
画
が
推
進
さ
れ
た
経
緯

を
伺
い
、
殊
に
思
い
ま
し
た
こ
と
は
、
一
言
で
先

人
の
思
い
を
受
け
継
が
れ
た
教
区
の
皆
さ
ま
の
強

い
願
い
と
は
申
し
ま
す
が
、
昨
今
の
不
安
定
な
社

会
経
済
状
況
下
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
ご

懇
念
の
結
晶
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
そ
の
お
志
に
思

い
を
い
た
し
ま
す
と
き
、
驚
き
と
感
動
を
禁
じ
得

ま
せ
ん
。

　
社
会
の
物
事
は
、
す
べ
て
人
間
の
知
恵
の
中
で

決
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
は
限

界
が
あ
り
、
争
い
や
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
ま
い

り
ま
す
。
皆
さ
ま
か
ね
て
か
ら
ご
領
解
の
通
り
、

蓮
如
上
人
は
紙
切
れ
さ
え
も
阿
弥
陀
如
来
様
か
ら

の
お
あ
ず
か
り
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
全
て
の
も

の
は
、
本
願
に
願
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
お
示
し

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
上
人
の
仰
せ
の
通
り「
仏

法
領
」と
味
わ
う
な
ら
ば
、
私
た
ち
教
区
の
歩
み
は

全
て
仏
法
に
照
ら
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
に
も
、
先
ず
組
織
を
構
成
す
る
ひ
と

り
一
人
が
、
自
ら
の
あ
り
よ
う
を
見
つ
め
直
し
、

社
会
か
ら
信
用
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
組
織
、
僧

侶
、
門
信
徒
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
か
つ
て

　
故
橘
正
信
元
総
長
様
か
ら
ご
指
導
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
全
く
仰
せ
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
は
今

の
時
代
に
教
区
が
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
ご
法
義
の
繁
昌
に
尽
き
る
と
、
常
々
皆
さ
ま

と
考
え
を
同
じ
く
し
て
お
り
ま
す
。

　
浄
土
真
宗
の
み
教
え
が
一
人
で
も
多
く
の
方
に

広
が
り
、
お
念
仏
申
す
方
が
増
え
、
お
念
仏
の
声

が
広
が
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
混
迷
を
深
め
る
社
会

に
こ
そ
必
要
で
あ
り
望
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　
真
実
の
み
教
え
に
出
偶
い
、
お
念
仏
申
す
身
と

な
っ
て
、
大
い
な
る
安
心
の
中
に
人
生
を
歩
ま
せ

て
い
た
だ
く
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
多
く
の
方

に
、
こ
の
度
改
修
を
終
え
ま
し
た
岐
阜
別
院
本
堂
、

新
築
さ
れ
ま
し
た
香
光
殿
を「
仏
法
領
」と
い
た
だ

き
つ
つ
、
こ
こ
か
ら
情
報
を
発
信
し
て
皆
さ
ま
と

共
に
伝
え
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
私
ど
も
は
御
同
朋
御
同
行

と
、
結
束
を
さ
ら
に
固
め
、
ご
門
主
様
前
門
様
、

お
裏
方
さ
ま
、
前
お
裏
方
さ
ま
の
お
心
を
十
二
分

に
受
け
止
め
つ
つ
、
人
々
に
阿
弥
陀
如
来
の
智
恵

と
慈
悲
を
伝
え
、
も
っ
て
自
他
共
に
心
豊
か
に
生

き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
て
邁
進

い
た
す
決
意
を
新
た
に
い
た
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　
ご
門
主
様
、
前
門
さ
ま
の
ご
教
導
を
改
め
て
い

た
だ
き
ま
す
と
共
に
、
次
の
世
代
に
お
念
仏
を
伝

え
広
め
て
い
く
た
め
の
私
ど
も
に
果
た
す
役
割
に

つ
い
て
、
改
め
て
深
く
考
え
を
巡
ら
せ
、
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
に
も
増
し
て
大
き
く
踏
み
出
せ
る

よ
う
に
共
々
に
結
束
を
強
固
な
も
の
と
す
べ
く
、

小
職
自
身
が
教
務
所
長
と
し
て
、
ま
た
岐
阜
別
院

輪
番
と
し
て
自
覚
を
新
た
に
、
機
能
を
十
分
に
発

揮
し
た
一
層
活
気
あ
る
教
務
所
・
別
院
と
な
る
よ

う
、
ま
た
皆
さ
ま
方
が
気
軽
に
集
え
る
場
と
し
て
、

「
お
ん
念
仏
」
が
響
き
わ
た
る
岐
阜
教
区
の
繁
昌

に
、
石
上
総
長
が
掲
げ
て
下
さ
っ
た
基
本
的
宗
務

基
本
方
針
、
執
務
姿
勢「
伝
灯
奉
告
法
要
か
ら
未
来

に
向
け
て『
念
仏
者
の
生
き
方
』に
学
び
、
行
動
す

る
」
に
込
め
ら
れ
た
お
心
を
大
事
に
い
た
だ
き
な

が
ら
、
ご
門
主
様
の
お
心
を
体
し
つ
つ
、
皆
さ
ま

と
共
に
更
な
る
教
区
の
発
展
を
め
ざ
し
、
微
力
な

が
ら
も
身
命
を
賭
し
て
取
り
組
む
決
意
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　
こ
こ
に
先
輩
諸
氏
方
々
の
ご
苦
労
ご
尽
力
に
心

よ
り
敬
意
を
表
し
、
私
の
思
い
を
誓
い
と
成
し
化

え
て
ま
い
り
た
く
存
じ
ま
す
。

　
最
後
に
重
ね
て
皆
さ
ま
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
伏

し
て
お
願
い
申
し
あ
げ
甚
だ
意
を
尽
く
さ
ぬ
こ
と

で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
就
任
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
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子ども・若者ご縁づくり

大切にしたい「3つの視点」

2 「
お
寺
を
本
来
の
す
が
た
に
」

『
様
々
な
年
代
の
人
々
が
、
み
教
え
と
と

も
に
集
う
お
寺
の
あ
り
か
た
を
目
指
す
』

・
あ
ら
た
め
て
、
お
寺
の
存
在
意
義
と
は
一

体
何
で
し
ょ
う
か
。
今
日
、
大
多
数
の
人

に
と
っ
て
、
お
寺
は
、
街
や
村
の
風
景
の

一
部
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
、「
私
の
人
生

の
確
か
な
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
が
あ

る
」
と
い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
の
人
が
実

感
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
私

達
が
こ
の
こ
と
を
、
地
域
や
社
会
に
十
分

伝
え
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
一
因

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
反
省
を

踏
ま
え
、
お
寺
が
広
く
地
域
に
開
か
れ
、

地
域
と
連
携
す
る
中
で
、
子
ど
も
か
ら
年

配
者
ま
で
様
々
な
年
代
の
人
々
が
、
み
教

え
と
と
も
に
集
う
お
寺
本
来
の
あ
り
方
を

取
り
戻
す
、
そ
の
営
み
が「
ご
縁
づ
く
り
」

で
す
。

1 「
子
ど
も
の
今
に
み
教
え
を
」

『
子
ど
も
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
学
び

つ
つ
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い
を
伝
え
た
い
』

・
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い
は
大
人
だ
け
の
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
達
に
、「
自

分
の
存
在
が
ま
る
ご
と
受
け
入
れ
ら
れ
る

場
所
、
す
な
わ
ち
真
の
依
り
ど
こ
ろ
」
が

あ
る
こ
と
を
、
今
伝
え
て
い
く
こ
と
が
最

も
大
切
な
こ
と
で
す
。
お
つ
と
め
、
法
話
、

ゲ
ー
ム
な
ど
を
通
じ
て
、
ま
た
そ
れ
以
外

に
も
、
お
寺
に
集
う
人
々
の
ち
ょ
っ
と
し

た
声
か
け
や
温
か
な
眼
差
し
な
ど
に
よ
っ

て
も
、
子
ど
も
達
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心

は
伝
わ
り
ま
す
。
人
と
人
が
繋
が
る
経
験

と
実
感
が
得
に
く
い
現
代
の
子
ど
も
達
の

多
く
は
、
自
己
肯
定
感
が
低
い
、
ま
た
は

極
端
な
自
己
意
識
の
肥
大
な
ど
、
学
校
や

家
庭
の
中
に
お
い
て
さ
え
、
生
き
づ
ら
さ

を
感
じ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
と
接
点
を
持

つ
全
て
の
大
人
た
ち
が
、
子
ど
も
の
現
実

と
か
け
離
れ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
も
、

こ
れ
ら
の
現
状
を
学
び
続
け
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

　昨年度から宗門において、「子ども・若者ご縁づくり～キッズサンガをさらに～」
と標して、 0 歳から40代ぐらいまでの若年層への教化の取り組みが掲げられまし
た。これはその名前にもあるように、宗門長期振興計画において活動が始まった、
キッズサンガという運動をさらに継続させていくための取り組みです。
　今回はこの子ども・若者ご縁づくり（以下ご縁づくりという）において重要な三
つの視点を少しですが説明させていただき、寺院だけでなく広く門信徒の皆様に
もご理解をいただき、ご助力をいただければと思います。
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3 「
お
寺
ど
う
し
が

　
　
　
　
　
力
を
合
わ
せ
て
」

『
組
内
全
寺
院
が
申
し
合
わ
せ
を
し
、
各

寺
院
が
支
え
合
う
』

・「
3
つ
の
か
た
ち
」
と
題
し
た
取
り
組
み

（
1
．
日
常
生
活
で
の
ご
縁
づ
く
り
、
2
．
平

素
の
法
務
、
法
要
、
行
事
で
の
ご
縁
づ
く

り
、
3
．
子
ど
も
に
特
化
し
た
集
い
で
の

ご
縁
づ
く
り
）も
、
一
寺
院
だ
け
で
単
発

的
に
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
効
果
は
拡

が
っ
て
い
き
に
く
く
あ
り
ま
す
。
組
の
そ

れ
ぞ
れ
の
寺
院
全
体
で
行
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
お
念
仏
の
薫
る
風
土
が
そ
の
地
域

全
体
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う

い
っ
た
土
徳
は
、
決
し
て
一
寺
院
だ
け
の

活
動
の
成
果
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
あ
ら

た
め
て
組
内
の
お
寺
ど
う
し
が
力
を
合
わ

せ
、
組
を
あ
げ
て
子
ど
も
に
み
教
え
を
伝

え
る
ご
縁
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
お
寺
の

本
来
の
姿
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
考
え

ま
す
。

　
以
上
が
ご
縁
づ
く
り
に
お
け
る
大
事
な
視

点
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
掲
げ
る
視
点
は
、

先
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
本
山
・
宗
派
・
教

区
・
組
・
寺
院
だ
け
が
現
場
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ご
縁
に
出
逢
っ
て
い
る
私
達
一
人
一
人

が
、
ま
ず
自
分
の
声
が
届
く
範
囲
で
、
自
分

の
出
来
る
こ
と
で
歓
び
を
伝
え
る
こ
と
か
ら

始
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
ご
門
徒
さ
ん
で
し
た
ら
、
お

孫
さ
ん
を
連
れ
て
お
寺
の
法
要
な
ど
に
出
か

け
る
、
家
族
で
旅
行
す
る
際
な
ど
に
ご
本
山

の
参
拝
を
計
画
し
て
み
る
、
家
庭
で
の
年
回

の
法
要
を
務
め
る
時
に
は
子
ど
も
達
も
一
緒

に
お
参
り
し
て
も
ら
う
、
な
ど
、
子
ど
も
だ

か
ら
解
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
ず
に
、
少
し

で
も
ご
縁
に
出
逢
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

し
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
ま
た
、
僧
侶
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
だ
か

ら
特
別
な
こ
と
を
、
と
気
負
う
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
子
ど
も
達
一
人
一
人
も
同
じ
お
念

仏
を
唱
え
る
仲
間
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持

つ
だ
け
で
も
、
自
身
の
視
点
は
大
き
く
変

わ
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
で
の
ご
縁
づ
く
り
は
、

住
職
・
僧
侶
・
門
信
徒
が
共
に
行
っ
て
い
く

べ
き
も
の
で
す
。
一
人
一
人
が
ご
縁
を
作
り・

つ
な
ぎ
・
深
め
て
い
く
意
識
を
持
つ
こ
と
が

お
寺
で
の「
子
ど
も
・
若
者
ご
縁
づ
く
り
」へ

と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　
そ
れ
は
必
ず
お
寺
を
取
り
巻
く
人
々
の
笑

顔
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

合 

掌
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
野
組
教
徳
寺

山
田
　
龍
之
介



　
声し
ょ
う

明み
ょ
う

は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
学
問
で
あ
る

「
五
明
」
の
一
つ
で
、
文
字
や
音
韻
に
関
す
る

学
問
を
指
し
て
い
ま
し
た
。
仏
教
音
楽
の
起

源
は
、
古
く
釈
尊
在
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、

当
時
か
ら
教
え
を
音
楽
に
の
せ
て
、
広
く
伝

え
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ

れ
は
、
仏
教
以
前
か
ら
バ
ラ
モ
ン
教
に
て
行

わ
れ
て
い
た
儀
式
の
影
響
も
あ
る
と
推
測
さ

れ
ま
す
が
、
そ
の
音
楽
が
、
中
国
に
渡
り
、

経
典
が
漢
訳
さ
れ
る
中
で
、
儀
式
音
楽
も
中

国
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の

中
国
で
、
声
明
に
関
し
て
最
も
古
い
記
録
と

し
て
残
っ
て
い
る
の
が
、「
魏
志
」
で
す
。
魏

の
曹
操
の
四
男
曹そ
う
ち植（
陳
思
王
）が
、
現
在
の

山
東
省
泰
安
府
東
阿
県
に
あ
る
山
中
の
洞
窟

に
遊
ん
だ
時
に
、
空
中
に
天
来
の
妙
音
を
感

じ
て
曲
を
作
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
洞
窟

の
あ
る
山
は
、
岩
石
が
鱗
状
に
重
積
し
て

い
る
こ
と
か
ら
「
魚ぎ
ょ

山ざ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

後
に
日
本
に
お
け
る
天
台
宗
の
声
明
の
根
本

道
場
た
る
大
原
を
、「
魚
山
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

中
国
か
ら
、
日
本
に
仏
教
が
伝
わ
り
、
当

初
は
、
奈
良
仏
教
と
と
も
に
儀
式
音
楽
と
し

て
の
奈
良
声
明
が
発
展
し
ま
し
た
が
、
時
代

の
中
で
衰
退
し
、
現
在
で
は
、
そ
の
片
鱗
は

嵯
峨
流
声
明
と
し
て
、
隆
盛
を
極
め
て
い
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
に
、
蓮
如
上

人
は
、
二
尊
院
の
僧
に
曲
を
つ
け
て
も
ら
う

こ
と
で
、
天
台
宗
の
儀
式
と
し
て
で
は
な
く
、

大
原
流
声
明（
魚
山
声
明
）と
し
て
の
嵯
峨
流

声
明
と
し
て
、
儀
式
を
確
立
し
て
い
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
後
は
、
蓮
如
上
人
以
来
の
流
れ
を
汲

み
、
浄
土
真
宗
の
儀
式
は
な
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
東
西
の
本
願
寺
に
分
か
れ
て
以
降
の

本
願
寺
派（
西
本
願
寺
）第
14
代
寂
如
上
人
は
、

東
大
寺
の「
お
水
取
り
」の
儀
式
に
見
ら
れ
る

の
み
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
声

明
の
二
大
源
流
と
し
て
発
展
し
た
の
が
、
天

台
宗
の
天
台
声
明
、
真
言
宗
の
真
言
声
明
で

す
。

　

天
台
声
明
を
大
成
し
た
の
は
、
第
3
代

天
台
座
主　

慈
覚
大
師
円
仁（
７
９
４
～

８
６
４
）で
あ
り
、
天
台
声
明
は
、
魚
山
声
明

と
し
て
、
こ
れ
よ
り
最
盛
期
に
入
り
ま
す
。

　
浄
土
真
宗
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
も
、
9
歳
よ

り
29
歳
ま
で
比
叡
山
に
て
修
行
し
て
お
り
、

魚
山
声
明
に
は
、
当
然
精
通
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
第
8
代
蓮
如
上
人
ま
で
は
、
主
に

魚
山
声
明
を
、
儀
式
と
し
て
用
い
て
い
た
よ

う
で
す
。
そ
の
後
、
蓮
如
上
人
は
、
天
台
宗

よ
り「
音
律
停
止
」の
通
達
を
受
け
、
独
自
の

儀
式
を
模
索
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
親
鸞
聖

人
が
記
さ
れ
た
正
信
念
佛
偈
と
和
讃
に
音
曲

を
附
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
音
曲
に
は
、

古
本
の
ひ
と
つ
に
、「
二
尊
院
の
僧
正
こ
れ
を

附
す
」と
あ
り
、
京
都
嵯
峨
野
二
尊
院
に
当
時

お
ら
れ
た
僧
が
、
曲
を
附
し
た
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。当
時
、大
原
魚
山
声
明
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
お
こ

り
、
主
だ
っ
た
声
明
の
大
家
は
、
二
尊
院
に

隠
遁
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

宗教儀礼と浄土真宗
勤　式
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さ
ら
な
る
儀
式
の
展
開
を
求
め
、
あ
ら
た
め

て
天
台
声
明
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

第
21
代
明
如
上
人
は
、
正
式
に
大
原
宝
泉
院

園
部
覚
秀
師
に
、
浄
土
真
宗
の
御
文
に
音
曲

を
附
す
こ
と
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に

き
て
、
浄
土
真
宗
の
儀
式
は
、
魚
山
声
明
の

正
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
明
治
20
年
に
、
龍

谷
唄
策
が
発
行
さ
れ
、
浄
土
真
宗
独
自
の
法

要
儀
礼
と
し
て
の
完
成
を
見
た
の
で
あ
り
ま

す
。

　
そ
の
後
は
、
明
治
43
年
に
、
龍り
ゅ
う

谷こ
く

唄ば
い

策さ
く

を

改
定
し
た「
梵
唄
集
」
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
時
代
に
即
応
し
た
声
明
を
検
討
さ

れ
、
昭
和
8
年
に
現
在
の
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
の
声
明
が
形
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
明
治
期
の「
梵
唄
集
」は
、
昭
和

30
年
ご
ろ
ま
で
は
、
一
般
寺
院
で
用
い
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
声

明
は
、
浄
土
を
模
し
た
宗
教
儀
礼
の
音
楽
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
天
台
宗
魚
山
声
明
の

流
れ
を
汲
む
、
日
本
の
伝
統
音
楽
と
し
て
の

側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

　
魚
山
声
明
の
大
家
で
あ
り
、
人
間
国
宝
の

中
山
玄
雄
師
に
師
事
さ
れ
、
そ
の
生
涯
を
声

明
研
究
に
捧
げ
て
お
ら
れ
る
、
水
原
夢
江
先

生
の
知
識
の
一
端
を
い
た
だ
き
、
声
明
の
歴

史
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
時
代
は
移
り
変
わ
り
、
宗
教
儀
礼
の
表
現

も
随
分
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
本
質
は
、
一
切
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

れ
よ
り
は
、
私
見
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
浄

土
真
宗
に
お
け
る
儀
礼
の
意
味
、
そ
の
は
た

ら
き
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
ま
ず
、
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
論
ず
る
前
に
、

一
般
的
に「
儀
礼
」と
は
、何
を
指
す
の
で
し
ょ

う
か
。
辞
書
を
引
い
て
み
ま
す
と

「
身
分
、
地
位
、
時
、
場
所
に
応
じ
た
社
会
的
な

習
慣
や
作
法
」（
国
語
辞
典　
角
川
）

と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
宗
教
儀
礼
」
に
つ
い

て
は
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
、

「
宗
教
も
し
く
は
宗
教
的
組
織
体
に
お
い
て
定

め
ら
れ
た
、
特
定
の
祭
儀
遂
行
の
外
的
形
態
」

と
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
を
み
ま
す
と
、「
儀
礼
」
と「
宗
教
儀

礼
」と
は
、
示
し
て
い
る
も
の
が
違
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
生
活
に
根
差
し
た

社
会
的
儀
礼
の
中
に
も
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た

ら
き
を
い
た
だ
い
て
い
く
の
が
、
浄
土
真
宗

の
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
た
び
は
、

社
会
的
習
慣
に
起
因
す
る
儀
礼
も
含
め
て
、
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浄
土
真
宗
の
宗
教
儀
礼
と
し
て
味
わ
っ
て
い

く
意
味
と
し
て
、「
儀
礼
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

で
は
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
、
儀
礼
は
ど

の
よ
う
な
意
味
、
ま
た
位
置
を
占
め
る
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
梯
實
圓
和
上
の
著
書

に
は
、

「（
略
）・
・
・
超
理
性
的
な
信
が
、
自
己
を
理

性
的
な
言
葉
で
表
出
し
た
時
、
祖
師
が
示
さ

れ
た
よ
う
な
教
義
が
成
立
す
る
。
ま
た
信
心

が
、
個
人
的
ま
た
は
集
団
的
に
身
体
的
動
作

を
伴
っ
て
表
出
さ
れ
る
と
き
、
宗
教
儀
礼
が

成
立
し
て
い
く
。
そ
し
て
ま
た
、
同
信
の
行

者
を
中
核
と
し
て
、
そ
の
信
心
に
基
づ
く
社

会
的
な
集
団
を
形
成
し
た
と
き
、
教
団
が
成

立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
教
義
と
儀
礼
と
教
団

と
い
う
三
者
は
、
一
つ
の
信
心
あ
る
い
は
悟
り

の
必
然
的
な
自
己
表
現
で
あ
る
か
ら
、
互
い
に

密
接
な
関
連
を
持
ち
、
互
い
に
影
響
し
あ
い

な
が
ら
現
実
の
世
界
に
展
開
し
て
い
く
の
で

あ
る
。」（
教
行
信
証
の
宗
教
構
造　

序
文　

梯
實
圓
著
）と
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
に
、
浄
土
真
宗
の
儀
礼
の
根
幹
が
み

え
ま
す
。
結
論
か
ら
申
し
ま
す
と
、「
信
心
の

表
出
」
と
い
う
一
点
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
浄

土
へ
往
生
し
、
佛
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
因

て
い
く
教
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
10
年

後
、
20
年
後
を
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
助
業
に

よ
っ
て
導
か
れ
て
い
く
出
遇
い
に
、
目
を
む

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
は
、
紙
面
の
関
係
上
、
こ
こ
で
終
わ

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
次
回
は
、
葬
送

儀
礼
が
、「
助
業
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
く
、

信
心
の
表
出
と
し
て
の
儀
礼
」と
な
り
う
る
と

こ
ろ
を
本
願
寺
派
の
法
式
に
沿
い
つ
つ
、
あ

じ
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
西
濃
北
組
正
覺
寺

遠
藤　

和
雅

は
、
信
心
で
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
救
い

に
お
い
て
は
、
信
心
の
み
で
あ
り
、
そ
の
救

い
を
成
立
さ
せ
る
論
理
で
あ
る「
教
学
」に
お

い
て
も
、
そ
の
信
心
の
証
明
の
み
で
あ
り
ま

す
。
こ
こ
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
点
は
、「
廃は
い

立り
ゅ
う

」と
い
う
、
一
方
を
廃
し
、
一
方
を
立
て
る

立
場
で
議
論
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
信
心
正
因
が
ぶ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
同
じ
土
俵
に「
儀
礼
」を
持
ち
出
し

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
、
救
い
に

お
い
て
儀
礼
は
、「
無
用
」
と
い
う
判
断
に
な

り
ま
す
。

　
善
導
大
師
の
五
正
行
や
、
法
然
上
人
の
三

選
の
文
に
も
お
示
し
の
通
り
、
儀
礼
を
論
ず

る
場
合
は
、「
正し
ょ
う

助じ
ょ
」
の
立
場
で
、
議
論
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、

は
じ
め
て
浄
土
真
宗
に
お
い
て
、
儀
礼
が
な

に
を
な
す
の
か
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
救
い
の
正
因
で
あ
る「
信
心
」、
そ
し
て
そ

の
傍
ら
に
随
伴
す
る
助じ
ょ
業ご
う
と
し
て
の「
儀
礼
」。

　
現
代
に
お
い
て
最
も
そ
の
は
た
ら
き
が
顕

著
に
現
れ
る
の
が
、「
葬
送
儀
礼
」
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。「
葬
式
仏
教
」
と
揶
揄
さ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
誤
解
を
恐
れ
ず
言
う
な
ら「
葬
式
仏

教
」こ
そ
が
、
人
の
い
の
ち
の
救
い
に
も
っ
と

も
お
お
き
な
は
た
ら
き
を
も
っ
て
、
顕
現
し

勤　式
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法　話

　
親
鸞
聖
人
は
、
主
著
で
あ
る『
教
行
信
証
』

の
最
後
に
、
七
高
僧
の
お
一
人
で
あ
る
道
綽

禅
師
の『
安
楽
集
』
の
文
章
を
引
い
て
お
ら

れ
、「
真
実
の
言
葉
を
集
め
て
往
生
の
助
け

に
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
に
生
れ
る
も
の

は
後
の
も
の
を
導
き
、
後
に
生
れ
る
も
の
は

前
の
も
の
の
あ
と
を
尋
ね
、
果
て
し
な
く
つ

ら
な
っ
て
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し

た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
数
限
り
な
い

迷
い
の
人
々
が
残
ら
ず
救
わ
れ
る
た
め
で
あ

る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人

が
数
多
く
あ
る
仏
教
の
教
え
の
中
か
ら
浄
土

真
宗
の
肝
要
の
文
を
拾
い
集
め
て
く
だ
さ
っ

た
お
か
げ
で
、
今
こ
う
し
て
私
た
ち
が
浄
土

真
宗
の
み
教
え
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き
て
い

ま
す
。
親
鸞
聖
人
、
も
っ
と
言
え
ば
お
釈
迦

さ
ま
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
教
え
を
大
切
に

し
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
先
人
方
の
お
か
げ
で

あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
私
に
み
教
え
を
届
け
て
く
だ

さ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
今
の
私
が
あ
る
と
思
え

ま
す
。
私
は
お
寺
で
生
ま
れ
て
、
子
ど
も
の

頃
か
ら
身
近
に
お
念
仏
を
感
じ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
先
人
で
あ
る
祖
父
母
、

両
親
、
ご
門
徒
の
方
々
の
導
き
で
も
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
は
そ
ん
な
導
き

の
中
に
い
な
が
ら
、
当
時
の
仕
事
、
人
と
の

関
わ
り
、
そ
し
て
我
が
子
と
の
関
わ
り
な
ど

を
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
働
き

の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
心
か
ら
本
当
に
安
心
す
る
こ
と
が
な
か

な
か
で
き
な
い
私
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
ん
な

時
、
あ
る
布
教
使
の
方
の
法
話
か
ら「
ど
う

生
き
る
か
」
考
え
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
私
が
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

先
人
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
ど
う

伝
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の

だ
と
思
い
ま
し
た
。
父
親
と
し
て
子
ど
も
に

何
を
伝
え
て
い
き
た
い
の
か
を
改
め
て
考
え

る
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。

　
私
も
こ
う
し
た
先
人
た
ち
の
導
き
の
中
に

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
な
か
な
か
気
づ

く
こ
と
が
で
き
ず
に
い
ま
し
た
が
、
私
た
ち

は
確
実
に
先
人
た
ち
に
よ
っ
て
脈
々
と
受
け

継
が
れ
て
き
た
浄
土
へ
の
道
を
歩
ま
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
導
き
に
よ
っ

て
仏
縁
に
出
遇
え
た
か
ら
こ
そ
、
手
が
合
わ

さ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

愚
痴
、
不
平
、
不
満
な
ど
の
言
葉
が
出
る
口

か
ら「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
お
念
仏
が
出
て
く

だ
さ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の「
南
無
阿
弥

陀
仏
」は「
必
ず
救
う
、
我
に
任
せ
よ
」と
い

う
阿
弥
陀
さ
ま
の
喚
び
声
で
あ
り
、
私
た
ち

に
向
け
ら
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
で
も
あ

り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
無
常
の
命
を
生
き
な
が
ら
も
、

必
ず
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
先
人
た
ち
が
届
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

ご
恩
報
謝
の
お
念
仏
の
み
教
え
の
道
を
、
多

く
の
仲
間
と
喜
び
な
が
ら
共
に
歩
ん
で
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
岐
阜
教
区
郡
上
組
最
勝
寺

多
田　

専
宗

「
真
言
を
採
り
集
め
て
、
往
益
を
助
修
せ
し
む
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
前
に

生
れ
ん
も
の
は
後
を
導
き
、
後
に
生
れ
ん
ひ
と
は
前
を
訪
へ
、
連
続
無
窮

に
し
て
、
願
は
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
無
辺
の
生
死
海
を
尽

さ
ん
が
た
め
の
ゆ
ゑ
な
り
」

『
教
行
信
証
』［
浄
土
真
宗
聖
典（
註
釈
版
）四
七
四
頁
］
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●
構
成
／
広
報
部
　
　
●
印
刷
／
ヨ
ツ
ハ
シ
株
式
会
社
　
岐
阜
市
黒
野
南
一
─
九
〇

新
職
員
紹
介

　
四
月
一
日
付
で
一
人
が
入
所
い
た
し
ま
し
た
。

　
よ
ろ
し
く
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

安
藤
　
勇
哉

（
丸
一
組
福
乗
寺
）

転
任
者
報
告

　
四
月
一
日
付
で
鷺
森
別
院
・
和
歌
山
教
区

教
務
所
へ
転
任
い
た
し
ま
し
た
。

西
岡
　
顯
教 （
書
記
・
承
仕
）

お
知
ら
せ

岐
阜
別
院 『
黎
明
講
座
』

・
期
日
　
八
月
一
日（
火
）～
五
日（
土
）

・
時
間
　
午
前
七
時
～
八
時
半
ま
で

・
場
所
　
本
願
寺
岐
阜
別
院
　
本
堂

・
講
師

　
一
日
　
龍
谷
大
学
教
授葛

野
　
洋
明
　
師

　
二
日
　
前
本
願
寺
伝
道
院
主
任
講
師

小
林
　
顯
英
　
師

　
三
日
　
本
願
寺
ウ
ィ
ス
タ
リ
ア
ガ
ー
デ
ン
施
設
長

横
田
　
正
純
　
師

　
四
日
　
東
京
仏
教
学
院
講
師

酒
井
　
　
淳
　
師

　
五
日
　
中
央
仏
教
学
院
講
師

日
野
　
和
憲
　
師

岐
阜
教
区 『
僧
侶
研
修
会
』

・
期
日
　
八
月
一
日（
火
）～
二
日（
水
）

・
場
所
　
岐
阜
教
区
教
務
所

　
　
　
　
香
光
殿
　
研
修
室

・
日
程
　
一
日
　 

葛
野
　
洋
明
　
師

　
　
　
　
二
日
　 

廣
畑
　
恵
順
　
師

　『
諸
法
無
我
』変
化
の
中
に
あ
っ
て
も
、

変
わ
ら
な
い
も
の
が
在
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
、と
い
う
仏
教
の
真
理
で
す
。

と
こ
ろ
が
お
釈
迦
さ
ま
が
、
そ
う
説
い
て

下
さ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
自
身
は

ど
こ
か
で『
変
わ
ら
な
い
私
』と
い
う
も
の

が
い
る
の
だ
、
と
認
識
し
、
我
を
張
り
な

が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
ス
マ
ホ
で
メ
ー
ル

を
打
つ
字
が
見
に
く
く
な
り
、
老
眼
と
い

う
変
化
を
感
じ
ま
す
。
今
号
よ
り
文
字
を

少
し
だ
け
大
き
く
し
ま
し
た
。
わ
ず
か
な

違
い
で
す
が
、
変
化
を
感
じ
て
い
た
だ
け

た
で
し
ょ
う
か
。

編
集
後
記

「
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
災
害
義
援
金
」

宗
派
受
付
窓
口

郵
便
振
替

〇
一
〇
〇
〇
‐
四
‐
六
九
九
五
七 

加
入
者
名
　
た
す
け
あ
い
募
金

通
信
欄
に｢

熊
本
地
震｣

と
ご
記
入
く
だ
さ
い

主催：本願寺岐阜別院
詳しくは、岐阜別院までお尋ねください。 〒500-8882  岐阜市西野町3丁目1番地（西別院）　TEL 058-262-0231　FAX 058-263-7353

後援：岐阜新聞社・ぎふチャン、浄土真宗本願寺派岐阜教区

 西別院盆おどり
2017

新正春駒会 郡上おどり出 演

NHK岐阜NHK岐阜

岐阜別院岐阜別院

岐阜中署岐阜中署

長良川

至 鷺山至 鷺山至 正木至 正木

市役所市役所

高島屋高島屋

岐阜シティ・タワー43岐阜シティ・タワー43

JR東海道線

文化
センター
文化
センター

岐阜駅

名鉄岐阜駅

至 

長
良
橋

至 

長
良
橋

金
華
橋

忠
節
橋

至 

鏡
島

至 

鏡
島

至 

関
至 

関

至 茜部

8月9日（水）
平成29年

17：00〜21：00
（盆おどりは18：00〜）

日 時

本願寺岐阜別院境内場 所

屋台もたくさんあるよ!!

駐車場をご用意しております
（数には限りがあります）
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