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平成元年に岐阜別院に植えられた前門様お手植えの木
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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

泉　
井　
敬　
文

　
平
成
31
年
４
月
１
日
付
け
に
て
、
岐
阜
教
区
教
務
所
長
、
並
び
に
本
願
寺
岐
阜
別
院
輪

番
、
本
願
寺
笠
松
別
院
輪
番
、
及
び
本
願
寺
池
野
教
堂
主
管
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
泉
井

敬
文（
い
ず
い 

き
ょ
う
も
ん
）と
申
し
ま
す
。

　
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
前
職
は
、
宗
務
所
僧
侶
養
成
部
、
勤
式
担
当
勤
式
指
導
所
主
任
の
職
に
従
事
い
た
し
て

お
り
ま
し
た
。

　
着
任
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
方
々
と
お
会
い
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
励
ま
し
の

お
言
葉
を
頂
戴
い
た
し
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
誠
に
有
難
く
心
強
い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
改
め
ま
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
前
任
の
髙
原
教
務
所
長
に
は
、
教
区
・
別
院
を
始
め
、
多
岐
に
わ
た
り
ご
尽
力
い
た
だ

い
て
お
り
ま
し
た
こ
と
、
誠
に
尊
敬
の
念
に
絶
え
ま
せ
ん
。

　
私
と
い
た
し
ま
し
て
も
よ
り
一
層
、
お
念
仏
の
声
が
響
き
渡
る
教
区
、
別
院
を
目
指
し

て
邁
進
し
て
い
く
覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
た
だ
、
何
分
に
も
浅
学
菲
才
の
未
熟
者
で
、
皆
様
方
の
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
い
た
だ
か

な
け
れ
ば
、
進
む
べ
き
方
向
性
を
も
見
失
い
が
ち
な
若
輩
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
先
に
も
申
し
ま
し
た
が
、
お
念
仏
の
声
が
響
き
渡
る
教
区
、
別
院
の
た
め
に
、
何
卒
ご

指
導
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
宗
門
で
は
２
０
１
５（
平
成
27
）年
度
よ
り
始
動
い
た
し
ま
し
た「
宗
門
総
合
振
興
計
画
」

も
２
０
１
８
年
よ
り
第
２
期
に
入
り
、
３
つ
の
基
本
方
針『
Ⅰ
．
仏
教
の
精
神
に
基
づ
く

社
会
へ
の
貢
献
、
Ⅱ
．
自
他
共
に
心
豊
か
に
生
き
る
生
活
の
実
践
、
Ⅲ
．
宗
門
の
基
盤
づ

く
り
』
に
従
い
検
討
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
各
推
進
事
項
も
、
い
よ
い
よ
実
行
に
移
す
段

階
に
入
り
ま
し
た
。

　
「
Ⅱ
．
自
他
共
に
心
豊
か
に
生
き
る
生
活
の
実
践
」の
重
点
項
目
５「
お
寺
と
ご
縁
の
な
い

方
々
と
共
に
集
え
る
開
か
れ
た
お
寺
づ
く
り
」に
関
し
て
、ご
門
主
様
は「
私
た
ち
の
ち
か
い
」

に
つ
い
て
の
ご
親
教
で
、「
特
に
若
い
人
の
宗
教
離
れ
が
盛
ん
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
今
日
、

中
学
生
や
高
校
生
、
大
学
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
仏
教
や
浄
土
真
宗
の
み
教
え
に

あ
ま
り
親
し
み
の
な
か
っ
た
方
々
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
で
唱
和
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。」と「
私
た
ち
の
ち
か
い
」を
お
示
し
く
だ
さ
り
、
同
ご
親
教
の「
先
人
の

方
々
が
大
切
に
受
け
継
い
で
こ
ら
れ
た
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
、
こ
れ
か
ら
も
広
く
伝
え
て

い
く
こ
と
が
後
に
続
く
私
た
ち
の
使
命
で
あ
る
こ
と
を
心
に
刻
み
、
お
念
仏
申
す
道
を
歩
ん
で

ま
い
り
ま
し
ょ
う
。」は
、
重
点
項
目
３「
僧
侶
の
本
分
の
励
行
」の
推
進
事
項「
僧
侶
は
、
仏

の
大
悲
心
を
学
び
、教
化
を
自
ら
の
使
命
と
自
覚
し
、自
信
教
人
信
の
実
践
を
徹
底
す
る
」と
、

重
点
項
目
４「
念
仏
者
の
生
活
実
践
」の
推
進
項
目「
門
信
徒
は
、
弥
陀
の
本
願
を
仰
ぎ
智
慧

と
慈
悲
の
お
は
た
ら
き
の
中
で
御
恩
報
謝
の
日
暮
し
と
次
世
代
へ
の
お
念
仏
を
相
続
す
る
」

の
こ
と
を
お
示
し
い
た
だ
い
た
お
言
葉
と
私
は
受
け
取
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
現
在
ま
で
寺
院
、
教
区
、
宗
門
の
た
め
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
々

へ
は
、
こ
れ
か
ら
も
共
々
に
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
よ
り
一
層
ご
縁
が
深
ま
る
よ
う
努

め
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
お
寺
や
僧
侶
が
選
ば
れ
て
い
く
時
代
と
な
っ
た
現
在
、
い
か

に
し
て
浄
土
真
宗
の
み
教
え
と
お
念
仏
の
声
を
、
今
を
生
き
る
人
々
へ
、
そ
し
て
次
代
を

担
う
子
や
孫
へ
繋
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
。
皆
様
方
と
共
に
考
え
、
行
動
を
起
こ
し

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
、
就
任
の
挨

拶
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
願
寺
岐
阜
別
院
で
は
、
毎
月
親
鸞

聖
人
の
御
命
日
で
あ
る
16
日
に
朝
粥
会

を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
午
前
７
時
の

お
晨
朝（
朝
の
お
つ
と
め
）に
引
き
続
き

朝
粥
を
参
拝
者
共
々
に
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

当
初
は
、
ご
門
徒
さ
ん
が
中
心
に
参

加
を
な
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
今
で
は

教
区
内
御
寺
院
の
方
や
、
今
ま
で
か
ら

の
参
加
者
の
呼
び
か
け
に
よ
り
回
数
を
重
ね
る
ご
と
に
参
拝
者
は
増
え
て
お
り
ま
す
。
朝

粥
会
の
お
手
伝
い
を
い
た
だ
い
て
い
る
仏
教
婦
人
会
の
方
に
お
話
を
聞
い
て
み
ま
す
と

「
朝
粥
会
を
試
み
て
1
年
に
な
り
ま
す
が
毎
月
少
し
ず
つ
参
拝
者
が
増
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
手
作
り
の
お
漬
物
を
参
拝
者
が
持
ち
寄
っ
て
朝
粥
に
添
え
て
出
し
て
い
ま
す
が
好
評

で
す
。
そ
し
て
、
16
日
が
土
日
の
場
合
は
小
さ
い
お
子
様
も
参
加
し
て
い
ま
す
。」と
い
う

こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
参
拝
者
の
方
に
も
お
話
を
聞
い
て
み
ま
す
と「
何
十
年
か
ぶ
り
に

お
粥
を
食
べ
て
涙
が
出
ま
し
た
。
お
ふ
く
ろ
が
作
っ
て
く
れ
た
思
い
出
が
蘇
り
ま
す
。
今

後
も
続
け
て
参
加
し
て
い
き
た
い
で
す
。」と
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

　
参
拝
者
に
は
、
記
念
と
し
て
お
さ
じ
を
お
渡
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
是
非

本
願
寺
岐
阜
別
院
の
お
晨
朝
と
共
に
、
朝
粥
会
に
ご
参
加
下
さ
い
。

朝 粥 会
はじめました
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２
０
１
８（
平
成
30
）年
11
月
22
日
、23
日
に「
秋
の
法
要
」（
全
国
門
徒
総
追
悼
法
要
）が
本
願
寺・

阿
弥
陀
堂
に
於
い
て
営
ま
れ
ま
し
た
。

　
23
日
の
10
時
30
分
か
ら
の
法
要
に
引
き
続
い
て
専
如
御
門
主
様
よ
り「
御
親
教
」を
賜
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
若
者
を
は
じ
め
と
し
た
方
々
を
対
象
と
し
て
、「
念
仏
者
の
生
き
方
」
の
お
心
を
体
し

て
四
ヶ
条
に
ま
と
め
ら
れ
た
ご
親
教「
私
た
ち
の
ち
か
い
」を
発
布
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

私
た
ち
の
ち
か
い

一
、
　
自
分
の
殻か
ら

に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く

　
　
　
穏お

だ
や
か
な
顔
と
優
し
い
言
葉
を
大
切
に
し
ま
す

　
　
　
微ほ

ほ
え笑
み
語
り
か
け
る
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
　
む
さ
ぼ
り
、
い
か
り
、
お
ろ
か
さ
に
流
さ
れ
ず

　
　
　
し
な
や
か
な
心
と
振
る
舞
い
を
心
が
け
ま
す

　
　
　
心
安
ら
か
な
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
　
自
分
だ
け
を
大
事
に
す
る
こ
と
な
く

　
　
　
人
と
喜
び
や
悲
し
み
を
分
か
ち
合
い
ま
す

　
　
　
慈じ

悲ひ

に
満
ち
み
ち
た
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
　
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き

　
　
　
日
々
に
精せ

い
一い
っ
杯ぱ
い
つ
と
め
ま
す

　
　
　
人
び
と
の
救
い
に
尽
く
す 

仏
さ
ま
の
よ
う
に

　
こ
の「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
は
、
特
に
若
い
人
の
宗
教
離
れ
が
盛
ん
に
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
今
日
、
中
学
生
や
高
校
生
、
大
学
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
仏
教
や
浄
土
真
宗
の
み
教
え
に
あ
ま
り
親
し
み
の
な
か
っ
た
方
々
に
も
、
さ

ま
ざ
ま
な
機
会
で
唱
和
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、 

先

人
の
方
々
が
大
切
に
受
け
継
い
で
こ
ら
れ
た
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
、
こ
れ
か

ら
も
広
く
伝
え
て
い
く
こ
と
が
後
に
続
く
私
た
ち
の
使
命
で
あ
る
こ
と
を
心
に

刻
み
、
お
念
仏
申
す
道
を
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
二
〇
一
八（
平
成
三
十
）年
十
一
月
二
十
三
日

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
主　

大 

谷 

光 

淳

　
私
は
伝
灯
奉
告
法
要
の
初
日
に「
念
仏
者
の
生
き
方
」と
題
し
て
、
大
智
大
悲
か
ら
な
る
阿
弥
陀
如

来
の
お
心
を
い
た
だ
い
た
私
た
ち
が
、
こ
の
現
実
社
会
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
詳
し
く
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
た
び「
念
仏
者
の
生
き
方
」を
皆
様
に

よ
り
親
し
み
、
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
そ
の
肝
要
を「
私
た
ち
の
ち
か
い
」と

し
て
次
の
四
ヵ
条
に
ま
と
め
ま
し
た
。

「
私
た
ち
の
ち
か
い
」に
つ
い
て
の
親
教
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元
号
が
改
ま
り
、
30
年
余
り
続
い
た
平
成
の
時
代
が

幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
か
え
り
み
る
と
、
こ
の
時
代
に
岐

阜
別
院
で
は
三
度
の
大
法
要
が
営
ま
れ
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
30
年
前
の
１
９
８
９（
平
成
元
）年
４
月

22
・
23
日
、
当
時
の
即
如
ご
門
主
ご
親
修
の
も
と
営
ま

れ
た
の
が「
開
基
准
如
上
人
三
五
〇
回
忌
・
庫
裏
落
慶

奉
告
法
要
」
で
す
。
二
日
間
三
座
の
法
要
に
は
教
区
内

の
僧
侶
・
門
信
徒
ら
延
べ
４
、０
０
０
人
が
参
拝
し
、

約
１
、０
０
０
人
の
稚
児
行
列
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
岐
阜
別
院
は
１
６
０
３（
慶
長
８
）年
、
第
12
代
准
如

上
人
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
上
人
は
第
11
代
顕

如
上
人
の
三
男
と
し
て
ご
誕
生
さ
れ
、
17
歳
で
法
統
継

承
の
後
、
地
方
別
院
の
体
制
を
固
め
ら
れ
ま
し
た
。
岐

阜
別
院
の
伽
藍
は
１
９
４
５（
昭
和
20
）年
に
戦
災
で
焼

失
し
ま
す
が
、
そ
の
後
、
僧
侶
・
門
徒
が
一
丸
と
な
っ

て
本
堂
そ
の
他
の
施
設
を
順
次
復
興
し
、
こ
の
法
要
に
合

わ
せ
て
新
庫
裏
も
完
成
し
ま
し
た
。

　
当
時
の『
本
願
寺
新
報
』（
１
９
８
９
年
５
月
１
日
号
）

の
記
事
に
よ
る
と
、「
お
つ
と
め
の
後
、
ご
門
主
は

ご
親
教
で
、
第
12
代
准
如
上
人
の
ご
生
涯
や
別
院
の

沿
革
を
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、『
私
た
ち
の
こ
の
難
し

い
人
生
は
一
回
き
り
の
や
り
直
す
こ
と
の
で
き
な
い

人
生
で
す
が
、
ご
本
願
は
こ
う
し
た
私
た
ち
の
た
め
に

建
て
ら
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
今
日
も
は
た
ら

き
、
よ
び
か
け
て
下
さ
い
ま
す
。
恵
ま
れ
た
命
の
尊
さ

を
か
み
し
め
つ
つ
、
本
当
に
そ
の
お
心
を
味
わ
わ
せ
て

い
た
だ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
』と
述
べ
ら
れ
た
」と
の
こ

と
で
す
。

　

そ
の
８
年
後
、
今
か
ら
22
年
前
の
１
９
９
７（
平
成

９
）年
６
月
６
日
か
ら
８
日
に
か
け
て
営
ま
れ
た
の
が

蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌
法
要
で
す
。
こ
の
法
要
に
は
教

区
内
か
ら
約
２
、５
０
０
人
が
参
拝
、
混
声
四
部
合
唱

に
よ
る
音
楽
法
要
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
期
間
中
の
記

念
行
事
に
は
約
６
、０
０
０
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　
記
念
行
事
は〈
い
の
ち
・
か
ぞ
く
〉を
テ
ー
マ
に
し
た

「
蓮
如
讃
Ｄ
ａ
ｙ
97
」と
名
づ
け
ら
れ
、
多
彩
な
催
し
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
小
学
生
の
女
の
子
が
曾
祖
母
に
宛
て

た
思
い
出
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
と
に
、
家
族
が
死
に
向

か
っ
て
い
く
生
活
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
死
を
ど
の

よ
う
に
見
つ
め
て
い
く
か
を
共
に
考
え
る
ト
ー
ク
サ
ロ

ン
や
、「
い
の
ち
を
み
つ
め
て
」と
題
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
開
か
れ
、
参
加
者
か
ら
は
、
高
齢
者
介
護
の
問
題

や
、
み
教
え
に
出
あ
え
た
喜
び
を
子
や
孫
に
ど
う
伝
え

て
い
く
か
な
ど
の
話
が
出
ま
し
た
。

　
マ
リ
ン
バ
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の「
家
族
で
楽
し
む
音

楽
会
」で
は
、
法
要
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ「
故
郷
の
人
」

（
五
木
ひ
ろ
し
）を
参
加
者
が
一
緒
に
歌
い
ま
し
た
。
他

に
も
蓮
如
上
人
の
法
物
展
、
造
形
・
書
道
・
絵
画
作
品

展
、
人
権
・
パ
ネ
ル
展
。
境
内
で
は
ミ
ニ
動
物
園
、
フ

リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、大
道
芸
、人
形
劇
な
ど
が
催
さ
れ
、

家
族
連
れ
が
詰
め
か
け
て
終
日
賑
わ
い
ま
し
た
。

　
ま
た
関
連
事
業
と
し
て
、
教
区
内
の
寺
院
が
所
蔵
す

る
蓮
如
上
人
関
係
の
法
宝
物
の
調
査
が
い
っ
せ
い
に
行

わ
れ
、
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
記
念
誌『
蓮
如
上
人
と

濃
飛
の
門
徒
』が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

別院大法要で振り返る30年
　
准
如
上
人
三
五
〇
回
忌
法
要

　
蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌
法
要
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そ
し
て
３
年
前
の
２
０
１
６（
平
成
28
）年
５
月
28
・

29
日
に
営
ま
れ
た
の
が「
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌

法
要
並
び
に
本
堂
修
復・香
光
殿
新
築
落
成
慶
讃
法
要
」

で
す
。
２
０
１
４（
平
成
26
）年
に
法
統
継
承
さ
れ
た
第

25
代
専
如
ご
門
主
が
初
め
て
岐
阜
別
院
で
ご
親
修
さ

れ
た
法
要
で
す
。
二
日
間
で
約
２
、０
０
０
人
が
参
拝
、

お
よ
そ
８
５
０
人
の
稚
児
行
列
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た

３
８
０
人
が
帰
敬
式（
お
か
み
そ
り
）を
受
け
、
法
名
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
法
要
の
テ
ー
マ
は〈
さ
あ
い
こ
う　
お
寺
〉。
こ
の
法

要
を
機
縁
と
し
て
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
一
度
で
も

多
く
お
寺
に
足
を
運
び
、
仏
さ
ま
の
み
教
え
を
聴
聞
さ

せ
て
頂
く
ご
縁
を
結
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
思
い
が
込

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
専
如
ご
門
主
は「
法
統
継
承
式
」の
お
言
葉
の
中
で
、

「
今
日
の
社
会
状
況
に
お
い
て
、
今
ま
で
と
同
じ
よ
う

に
教
え
を
次
世
代
へ
と
伝
え
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
仏
教
や
浄
土
真
宗
の
教
え
、
親
鸞
聖

人
に
対
す
る
関
心
は
あ
っ
て
も
、
お
寺
と
の
ご
縁
が
な

い
方
も
多
く
お
ら
れ
ま
す
。
多
く
の
方
に
お
寺
へ
お
参

り
い
た
だ
け
る
よ
う
な
取
り
組
み
、
教
え
を
伝
え
て
い

く
工
夫
が
必
要
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
に
合

わ
せ
た
、
各
寺
院
、
僧
侶
、
寺
族
、
門
信
徒
一
人
一
人

の
活
動
が
重
要
に
な
り
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

先
輩
方
が
重
ね
て
き
た
努
力
と
工
夫
に
学
び
な
が
ら
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
、
私
た
ち
が
み
教
え
を
ど
の
よ
う

に
伝
え
て
い
く
の
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

別院大法要で振り返る30年

　
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要



　
取
材
当
日
、「
さ
な
ぎ
の
杜
」の
講
師
と
し
て
お
手
伝

い
さ
れ
て
い
た
正
願
寺
住
職 

野
村
泰
之
さ
ん
に
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

Q	

ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で
支
援
活
動
を
始
め
ら

れ
ま
し
た
か
？

A 　
西
濃
北
組
の
平
成
29
年
度
の
福
祉
研
修
会
で「
学

び
サ
ポ
ー
ト
さ
な
ぎ
の
杜
」代
表
の
宇
佐
美
氏
を
講

師
と
し
て
招
聘
し
た
折
り
、
そ
の
活
動
が
紹
介
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
学
習
の
指
導
講
師
が
不
足

し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
年
の
秋
か
ら
、
毎
週

水
曜
日
の
夕
方
７
時
30
分
～
９
時
の
間
、
主
に
数

学
と
理
科
の
指
導
を
お
手
伝
い
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

Q	

支
援
活
動
を
し
て
感
じ
た
こ
と
を
教
え
て
下

さ
い
。

A 　
見
か
け
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
母
親
が
か
け
持
ち

で
４
つ
も
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
お
り
、
食
事
も
欠
け

る
こ
と
も
あ
る
よ
う
な
子
が
い
る
こ
と
を
知
り
驚
き

ま
し
た
。

　
ま
た
、
閉
鎖
的
な
性
格
の
子
も
お
り
、
そ
の
子
が

何
を
思
っ
て
い
る
か
わ
か
り
に
く
い
た
め
に
、
接
触

の
仕
方
が
難
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

Q	

子
供
と
接
す
る
時
に
気
を
付
け
て
い
る
こ
と

や
、
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

A 　
子
供
達
に
は
、
学
年
の
差
や
能
力
の
違
い
も
あ
る

の
で
、
そ
の
子
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
分
か
り
や
す
く

説
明
指
導
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
一
方
、
私

と
子
供
達
と
は
年
齢
差
が
大
き
い
せ
い
か
、
質
問
等

も
若
干
遠
慮
が
ち
に
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
た
め
、

彼
ら
と
の
距
離
感
を
縮
め
た
い
と
思
案
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
時
々
で
は
あ
り
ま
す
が
、
冒
頭
の
時
間
に
個

別
指
導
と
は
別
に
、
子
供
達
の
考
え
方
の
参
考
な
れ

ば
と
思
い
、
仏
教
や
倫
理
的
な
話
も
す
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

Q	

今
後
の
展
望
な
ど
あ
れ
ば
教
え
て
下
さ
い
。

A 　
仏
の
教
え
を
ご
門
徒
に
伝
え
る
際
、
仏
教
の
大
切

さ
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
難
し
い
。
こ
れ
と
同

じ
よ
う
に
、
子
供
達
に
こ
の
場
が
遊
び
や
時
間
つ
ぶ

し
の
場
で
は
な
く
、
学
び
の
た
め
の
貴
重
な
時
間
や

空
間
だ
と
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。少
し
で
も
、

彼
ら
の
心
の
中
に
こ
の
時
間
や
空
間
の
比
重
が
増
や

せ
れ
ば
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
、
宗
門
で
は「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」（
実
践
運
動
）の
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実

践
目
標
を「〈
貧
困
の
克
服
に
向
け
て
～D

āna for W
orld Peace

～
〉―
子
ど
も
た
ち
を
育
む

た
め
に
―
」と
定
め
、
各
教
区
・
組
・
寺
院
で
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、
西
濃
北
組
の
方
々
が
、
子
ど
も
の
学
習
支
援
教
室「
学
び
サ
ポ
ー
ト 

さ
な
ぎ

の
杜
」の
活
動
を
手
伝
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
４
月
３
日
、
揖
斐
郡
大
野
町
の
中
央
公
民
館
を
訪
れ

て
活
動
を
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
さ
な
ぎ
の
杜
」代
表
の
宇
佐
美
美
弥
子
さ
ん
は
、「
当
初
は
、
主
婦
の
方
々
を
主
要
メ
ン
バ
ー

と
し
て
設
立
さ
れ
、声
を
掛
け
て
徐
々
に
先
生
役
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
る
方
も
増
え
ま
し
た
が
、

ま
だ
人
手
が
足
り
な
い
の
が
現
状
で
す
」「
家
庭
の
環
境
に
関
わ
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
が
平
等
に

勉
強
で
き
る
環
境
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
」と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　
学
習
を
終
え
た
子
ど
も
た
ち
に
感
想
を
聞
い
て
み
る
と
、「
楽
し
か
っ
た
」「
自
分
が
苦
手
だ
っ

た
科
目
も
、自
ら
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
」「
苦
手
が
克
服
で
き
た
」と
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

「学びサポートさなぎの杜
もり

」を訪れて
子どもたちを育むために
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床と
こ

の
間ま

に
は
、
ど
ん
な
お
軸じ

く

が
か
か
っ
て
い
ま
す

か
？

　
ご
法ほ
う
事じ

の
際さ

い
、
当と

う
家け

の
男だ

ん
性せ

い
が
、
床と

こ
の
間ま

の「
鯉こ

い
」の

絵え

を
指ゆ

び
さ
し
て
、
お
坊ぼ

う
さ
ん
に
、

「
え
え
で
し
ょ
」と
、
笑え

顔が
お

で
言い

い
ま
し
た
。

「
は
ぁ
？
鯉こ
い

の
絵え

で
す
ね
。」　

お
坊ぼ

う

さ
ん
、
ま
だ
ピ
ン

と
来き

て
い
ま
せ
ん

「
そ
う
や
、
池い
け

に
鯉こ

い
や
。
観か

ん
経ぎ

ょ
う（

観か
ん

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

）や
」

「
池い
け

に
鯉こ

い
、
イ
ケ
に
コ
イ
、
あ
ぁ
っ
！
ホ
ン
ト
や
、
行い

け
に
来こ

い
、
い
い
で
す
ね
。」

そ
う
し
て
、
二ふ
た
り人

し
て
、
笑え

顔が
お

に
な
り
ま
し
た
。

　
「
池い
け

に
鯉こ

い
」→「
イ
ケ
に
コ
イ
」→「
行い

け
に
来こ

い
」→

「
発は
っ

遣け
ん

と
召し

ょ
う

喚か
ん

」

掛か
け

詞こ
と
ば

に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
『
観か
ん
無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ
経き

ょ
う

』の
注ち

ゅ
う

釈し
ゃ
く

・
解か

い
説せ

つ
を
な
さ
れ
た
善ぜ

ん
導ど

う
大だ

い

師し

の『
観か

ん
経ぎ

ょ
う

疏し
ょ

』「
散さ

ん
善ぜ

ん
義ぎ

」に
示し

め
さ
れ
た
、「
二に

河が

白び
ゃ
く

道ど
う

」

の
お
話は
な
し

が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
人ひ
と

が
、
西に

し
に
向む

か
う
途と

中ち
ゅ
う

、
忽こ

つ
然ぜ

ん
と
二ふ

た
つ
の
河か

わ
に
で

あ
い
ま
す
。
南み
な
み

に
は
火ひ

の
河か

わ
。
北き

た
に
は
水み

ず
の
河か

わ
。
そ
の

幅は
ば
は
お
の
お
の
百ひ

ゃ
っ

歩ぽ

程ほ
ど
で
底そ

こ
が
な
く
、
南み

な
み

に
も
北き

た
に
も

キ
リ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
火ひ

と
水み

ず
の
河か

わ
の
間あ

い
だ

に
は
人ひ

と
ひ
と

り
が
通と
お

る
こ
と
が
出で

来き

る
か
ど
う
か
の
白し

ろ
い
道み

ち
。
後う

し
ろ

か
ら
は
、
群ぐ
ん
賊ぞ

く
・
悪あ

く
獣じ

ゅ
う

が
殺こ

ろ
そ
う
と
迫せ

ま
っ
て
き
ま
す
。

　
前ま
え

に
進す

す
ん
で
も
、
後う

し
ろ
に
下さ

が
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま

止と

ま
っ
て
い
て
も
死し

を
免ま

ぬ
が

れ
な
い
状じ

ょ
う

況き
ょ
う

の
中な

か
で
、
い
ざ

池い
け　

に　

鯉こ
い

白し
ろ

い
道み

ち
を
渡わ

た
ろ
う
と
す
る
、
そ
の
時と

き
。

東ひ
が
し

の
岸き
し

に
た
ち
ま
ち
に
人
の
勧す
す

む
る
声こ
え

を
聞き

く
、

「
き
み
た
だ
決け
つ

定じ
ょ
う

し
て
こ
の
道み
ち

を
尋た
ず

ね
て
行ゆ

け
。

か
な
ら
ず
死し

の
難な
ん

な
け
ん
。
も
し
住と
ど

ま
ら
ば
す

な
わ
ち
死し

せ
ん
」と

の
、
お
釈し

ゃ
迦か

様さ
ま

の「
イ
ケ
、
信し

ん
じ
て
進す

す
め
」の
発は

っ
遣け

ん
。
励は

げ

ま
し
の
言こ

と
ば葉

で
す
。
そ
し
て
、

西に
し

の
岸き
し

の
上う
え

に
、
人ひ
と

あ
り
て
喚よ

ば
ひ
て
い
は
く
、

「
な
ん
じ
一い
っ

心し
ん

に
正し
ょ
う

念ね
ん

に
し
て
た
だ
ち
に
来き
た

れ
、

わ
れ
よ
く
な
ん
じ
を
護ま
も

ら
ん
。
す
べ
て
水す
い

火か

の

難な
ん

に
堕だ

せ
ん
こ
と
を
畏お
そ

れ
ざ
れ
」と

の
、
阿あ

弥み

陀だ

様さ
ま

の「
コ
イ
、
ま
か
せ
よ
、
必か

な
ら

ず
護ま

も
る
」の

召し
ょ
う

喚か
ん
の
声こ

え
。

　
そ
の
よ
び
か
け
に
従し
た
が

う
こ
と
で
、白び

ゃ
く

道ど
う

を
渡わ

た
り
き
り
、

難な
ん

を
の
が
れ
善よ

き
友と

も
と
遇あ

う
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う

「
信し
ん

心じ
ん

を
守し

ゅ

護ご

し
て
、
も
つ
て
外げ

邪じ
ゃ

異い

見け
ん

の
難な

ん

を
防ふ

せ

が

ん
。」が
為た
め
の
喩た

と
え
話ば

な
し

で
あ
り
ま
す
。

　
我わ
れ
々わ

れ
の
先せ

ん
輩ぱ

い
方が

た
は
、
生せ

い
活か

つ
の
中な

か
に
上じ

ょ
う

手ず

に
、
お
念ね

ん
仏ぶ

つ

が
よ
ろ
こ
べ
る
よ
う
に
、
織お

り
込こ

ん
で
く
だ
さ
っ
た
ん

だ
な
ぁ
と
感か
ん

じ
る
時と

き
、
う
れ
し
く
思お

も
い
ま
す
。
ま
た
少す

こ

し
力ち

か
ら

を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
『
観か
ん

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

』は
、
イ
ン
ド
で
起お

こ
っ
た
あ
る
王お

う
家け

の
家か

庭て
い
内な

い
悲ひ

劇げ
き
の
も
と
説と

か
れ
て
い
ま
す
。

　
殺こ
ろ
さ
れ
た
王お

う
の
妃き

さ
き

で
あ
り
、
殺こ

ろ
し
た
王お

う
子じ

の
母は

は
親お

や
で

あ
る
韋い

提だ
い
希け

夫ぶ

人に
ん
が
す
く
わ
れ
て
い
く
お
話は

な
し

。

　
出し
ゅ
っ

家け

者し
ゃ

や
す
ぐ
れ
た
修し

ゅ
行ぎ

ょ
う

者し
ゃ

で
は
な
く
、
在ざ

い
家け

の
女じ

ょ

性せ
い
が
す
く
わ
れ
て
い
く
お
話は

な
し

で
す
。
そ
れ
は
、
一い

ち
番ば

ん
弱よ

わ

い
立た

ち
場ば

の
人に

ん
間げ

ん
、
凡ぼ

ん
夫ぶ

、
た
だ
び
と
が
、
す
く
わ
れ
て

い
く
こ
と
を
示し
め

し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　
そ
の
事こ
と
を
善ぜ

ん
導ど

う
大だ

い
師し

は『
観か

ん
経ぎ

ょ
う

疏し
ょ
』を
も
っ
て
、
く
わ

し
く
解か
い

説せ
つ

し
て
く
だ
さ
り
、
凡ぼ

ん
夫ぶ

が
歩あ

ゆ
む
こ
と
の
で
き
る

仏ぶ
つ

道ど
う

、
そ
れ
は「
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」と
届と

ど
い
た
ひ
と
す
じ
の

道み
ち

を
歩あ

ゆ
め
と
、す
す
め
励は

げ
ま
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
「
池い
け
に
鯉こ

い
」、「
行い

け
」と
す
す
め
て
く
だ
さ
る
お
釈し

ゃ
迦か

様さ
ま

の
巧た

く
み
な
お
育そ

だ
て
と
、「
来こ

い
」と
喚よ

ん
で
く
だ
さ
る

阿あ

弥み

陀だ

様さ
ま
と
の
お
出で

遇あ

い
、
そ
の
お
慈じ

悲ひ

に
、
さ
ら
に

心こ
こ
ろ

丈じ
ょ
う

夫ぶ

に
な
る
ご
縁え

ん
で
あ
り
ま
し
た
。

合が
っ

掌し
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
岐
厚
組
法
光
寺

宇う　
野の　
淳じ
ゅ
ん　

信し
ん

法
話

※無料画像集より転載
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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

お
知
ら
せ

　
性
別
記
載
に
つ
い
て

　

近
年
、
各
方
面
に
お
い
て
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
等

の
性
的
少
数
者
の
方
々
の
立
場
を
理
解
し

尊
重
す
る
観
点
か
ら
、
申
請
書
等
の「
性
別

記
載
欄
」を
見
直
す
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

岐
阜
教
区
教
務
所
に
お
い
て
も
、
教
務

所（
別
院
）が
書
式
を
作
成
す
る
申
請
書
や

申
込
書
に
性
別
欄
を
設
け
る
場
合
は
、
そ

の
記
載
を
男
女
の
選
択
方
式
で
は
な
く
記

「
子
ど
も
た
ち
の

笑
顔
の
た
め
に
募
金
」の
お
願
い

　

宗
門
で
は
、
自
他
共
に
心
豊
か
な
社
会

を
め
ざ
す
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て「
子
ど

も
た
ち
の
笑
顔
の
た
め
に
募
金
」を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
募
金
は
、
国
外
で
は
海
外
に

あ
る
西
本
願
寺
の
関
係
機
関
な
ど
と
連
携
し

て
、
貧
困
に
苦
し
む
子
ど
も
た
ち
を
支
援
し

ま
す
。
ま
た
、
国
内
で
は
子
ど
も
食
堂
や
学

習
支
援
な
ど
の
活
動
、
児
童
養
護
施
設
な
ど

で
暮
ら
す
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
活
用
い
た

し
ま
す
。

入
方
式
に
し
て
い
き
ま
す
。

岐
阜
別
院 

第
69
回『
黎
明
講
座
』

期
　
日　
８
月
１
日（
木
）～
３
日（
土
）

時
　
間　
午
前
７
時
～
８
時
30
分

場
　
所　
本
願
寺
岐
阜
別
院　
本
堂

講
　
師

　
１
日　
岐
阜
新
聞
社
最
高
顧
問　
杉
山
幹
夫 

師

　
２
日　
龍
谷
大
学
教
授　　
　
葛
野
洋
明 

師

　
３
日　
本
願
寺
岐
阜
別
院
輪
番　
泉
井
敬
文 

師

岐
阜
教
区『
僧
侶
研
修
会
』

期
　
日　
８
月
１
日（
木
）～
２
日（
金
）

場
　
所　
本
願
寺
岐
阜
別
院

　
　
　
　
香
光
殿　
研
修
室

講
　
師　
調
整
中

『
令
和
元
年
　
西
別
院
盆
お
ど
り
』

期
　
日　
８
月
29
日（
木
）

　
　
　
　
雨
天
８
月
30
日（
金
）

時
　
間　
午
後
６
時
～
９
時

場
　
所　
本
願
寺
岐
阜
別
院　
境
内

出
　
演　
郡
上
お
ど
り　
新
正
春
駒
会
／
他

※
屋
台
出
店
、
お
楽
し
み
大
抽
選
会
も
あ

り
ま
す
の
で
、
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご

来
場
下
さ
い
。

　

昨
年
の
10
月
４・
５
日
の
二
日
間
、

京
都
府
宇
治
市
の
グ
ラ
ン
ド
で
行
わ

れ
た「
第
42
回
全
国
寺
族
青
年
軟
式
野

球
大
会
」に
て
、
岐
阜
教
区
野
球
部
ケ

ン
シ
ン
ズ
が
初
の
全
国
制
覇
を
成
し

遂
げ
ま
し
た
。

　
今
回
の
全
国
大
会
は
北
は
北
海
道

教
区
か
ら
南
は
鹿
児
島
教
区
ま
で
総

勢
28
チ
ー
ム
の
参
加
が
あ
り
、
一
日

目
は
一
回
戦
か
ら
三
回
戦
、
二
日
目

に
準
決
勝
と
決
勝
戦
を
行
い
ま
し
た
。

二
日
間
で
５
試
合
と
い
う
誰
も
が

今
ま
で
経
験
し
た
事
が
無
い
戦
い
で

し
た
。

　

岐
阜
教
区
は
初
日
、
一
回
戦
東
京

教
区
に
９
対
０
、二
回
戦
東
海
教
区
に

５
対
３
、三
回
戦
富
山
教
区
に
４
対
０

で
勝
利
。
二
日
目
の
準
決
勝
で
熊
本

教
区
に
４
対
１
、
決
勝
戦
は
大
分
教

区
に
２
対
０
で
勝
利
し
ま
し
た
。

　
二
日
間
で
５
試
合
戦
い
抜
い
た
メ

ン
バ
ー
、一
日
し
か
参
加
出
来
な
か
っ

た
メ
ン
バ
ー
、
そ
し
て
法
務
で
参
加

出
来
な
か
っ
た
メ
ン
バ
ー
。
誰
か
一

人
の
力
で
は
無
く
、
野
球
部
全
員
で

勝
ち
取
っ
た
全
国
制
覇
だ
と
自
負
し

て
い
ま
す
。

　
今
年
は「
連
覇
」を
目
指
し
て
頑
張

り
ま
す
。

　
今
後
と
も
岐
阜
教
区
野
球
部
ケ
ン

シ
ン
ズ
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

監
督　
佐さ

さ々

木き　
映え

い
順じ

ゅ
ん

（
岐
厚
組
蓮
生
寺
）

第42回 全国寺族青年軟式野球大会 優勝！！
岐阜教区 野球部 ケンシンズ

郵
便
振
替

口
座
名

「
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
の
た
め
に
募
金
」

口
座
番
号

〇
〇
九
四
〇
‐
八
‐
二
八
二
七
六
六 

※
教
区
や
組
単
位
で
の
払
い
込
み
の
際
は
、

教
区
名
・
組
名
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

　
領
収
書
名
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

（
例
）

　
　
　
　
　
　
　
　

  

性
別

　
〔
男
・
女
〕　⇒

　
〔　
　

〕

さ
ま
ざ
ま
な
布
教
使
に
よ
る
ご
法
話
が
聴
け
ま
す

「
西
本
願
寺
の
時
間
」

　
　
　
岐
阜
放
送
Ａ
Ｍ
１
４
３
１
Ｋ
Ｈ
Ｚ

　
　
　
毎
週
土
曜
日　
午
前
６
時
25
分
〜
６
時
35
分

絶
賛
放
送
中
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