
　 　自分を振り返ってみることが
ある。それは、主に自分のとった言動についてで
あって、そして心に引っかかる事がある時が多い。
頭の中ではわかっていても、感情に左右されて、
裏腹な行動や発言をしたり、調子にのって周りの
状況がよめなかったり、そんな自分の姿ばかりが
浮かんでくる。
人のことはたやすく批判できるのに、自分はど

うだろう？と、取りあえずは反省してみるが、た
いていの事にはいろいろな理由をつけて自分を正
当化してしまっている。自分は客観的に見ても、
「好きな私」ばかりでなはない。
でも、大切だと思う。
そして、社会の中で人と関わっているからこそ

「私」のことを考える。そのためにも「私」は一
人で生きている「私」ではない、ということに気
付きたいものである。そして、その中で「私らし
さ」を見つけていきたい。　　（第27組　信證寺）

この世に出生し、50余りとなりま
すが、自分のことを知っていたとは思えません。
でも、自分の性格を、振り返ったことはあります。
  嫌な性格、好きな性格が出てきます。そこには、
人との関わりが伴ってわかる性格でもあります。
近頃は、年の節目で変わる体調の落差に気付き、
病気に敏感になり、命が永遠でない事を理由に、
楽しく、充実した人生を送りたいと。やっぱり、
自己の身の拠り所を求めて、自分をコントロール
して付き合っていくことでしょう。 

( 第 6組　淨教寺 )

教
区
基
本
テ
ー
マ

03
大阪教区教化委員会機関誌［沙羅林］

2003/7/1

私
の
こ
と　
知
ら
な
い
ま
ま
で　
い
い
の
か
な
。

佐々木央子さん（42）

石川よし子さん（54）

建部 公美さん（26）

洲崎美裕己さん（38）

何を書こうかと考えていたら、
戦争を無くす方法を思いついた。
子どもの頃から私は誰からも好かれる、いわゆ
るいい人にみられたかった。
大人になってからもその傾向は残った。
人に嫌われないように努力していた。
しかし、果たしてこの世界に誰からも好かれる、
そんな人間が存在するだろうか。
大人になるにつれ現実を知り、様々な些細な挫
折感も味わい、それを望む事が不可能だという事
に気がついた。もっと早く気づいても良い筈だった。
でも人から好きになられなくても、いくらでも
好きになる事は出来る筈。人の良い所をたくさん
見つけたら、その人の事を必ず好きになれる筈。
実践してきた者が言うのだから絶対正しい筈。
で、一案。
自分に心からの好意を寄せる者に人は攻撃でき
るものであろうか？
その辺から始めたら世の中ケンカも、それこそ
戦争もなくなるのでは？
ブッシュさんに一筆書いてみようか？などと考
える能天気な私であります。  （第 13組　即念寺）

毎日、自分の外に目は向けてい
るけれど、内に目を向けることはほとんどない。
日頃から、相手の立場に立って物事を考えるよ
うにしようと心掛けてはいるが「自分のため」と
いう頭がどこかにあるように思う。
他から見た私ってどんなだろう？と考えること
もあるが、それもただ外見面だけでのことのよう
に思う。「自分の内に目を向ける」すごく難しい。
夢にみるまで自己を問いつめ、法然上人と出遇
われた親鸞聖人。そういう出遇いに私も遇いたい。
けれど、ただ待っていても気付かないように思う
ので、自分から人や教えに触れていきたい。
「自分を知る」とても大きな課題ですが、私のこ
れからの人生を貫くテーマになりそうです。

( 第７組　教應寺 )
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半
年
ほ
ど
前
、
お
参
り
の
途
中
の
車
の
中
で
ラ

ジ
オ
を
聞
い
て
い
る
と
、
あ
る
女
性
の
エ
ッ
セ
イ

ス
ト
が
話
し
て
い
た
。

す
ず
め
の
鳴
き
方
に
よ
っ
て
、
今
何
時
ご
ろ
か

わ
か
る
ん
で
す
。
鳥
の
鳴
き
方
に
よ
っ
て
今
日
の

天
気
が
わ
か
り
、
出
か
け
る
と
き
の
服
装
を
決
め

る
と
語
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
人
も
い
る
ん
だ
と
、
早
速
彼
女
の
本
、

『
鳥
が
教
え
て
く
れ
た
空
』
を
買
っ
た
。
三
宮
さ

ん
は
、
４
歳
の
と
き
に
失
明
し
、
ピ
ア
ノ
・
英
会

話
へ
と
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
そ
ん
な

中
で
出
会
っ
た
の
が
、
バ
ー
ド
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
で

あ
っ
た
。

彼
女
は
、
野
鳥
を
知
っ
た
と
き
、
対
象
物
で
あ
っ

た
世
界
が
、自
分
の
手
に
つ
か
め
る「
入
っ
て
く
る
」

世
界
か
ら
、
宇
宙
の
大
き
な
ペ
ー
ス

で
流
れ
る
世
界
に
「
入
っ
て
い
く
」。

そ
れ
は
世
界
観
を
完
全
に
覆
す
大
事

件
と
な
っ
た
、
と
語
る
。
前
に
歩
く

こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
立
ち
止
ま
る

こ
と
を
覚
え
る
と
、
鳥
た
ち
の
声
が

立
体
的
に
聞
こ
え
始
め
、
鳥
声
は
耳

で
聞
く
景
色
に
な
っ
て
く
る
、
と
も

語
る
。
ハ
ン
デ
ィ
を
持
ち
な
が
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
発
見
を
し
て
い
く
彼
女

の
生
き
方
を
読
み
な
が
ら
、
い
ろ
ん

な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

子
ど
も
達
の
大
好
き
な
ク
レ
ヨ
ン

の
お
絵
か
き
、
退
屈
の
あ
ま
り
飛
び

出
し
た
黄
色
君
が
見
つ
け
た
の
は
、

大
き
く
て
真
っ
白
な
画
用
紙
。
赤

さ
ん
、
ピ
ン
ク
ち
ゃ
ん
、
緑
君
、
黄

緑
さ
ん
と
次
々
に
友
達
を
呼
ん
で
、

蝶
々
や
お
花
を
い
っ
ぱ
い
書
い
て
大

喜
び
。
仲
間
に
入
れ
て
も
ら
え
ず
、

ひ
と
り
寂
し
く
残
さ
れ
た
黒
君
。
で

も
最
後
に
は
、
と
っ
て
も
う
れ
し
い

驚
き
の
展
開
に
！

「
池
中
蓮
華　

大
如
車
輪　

青
色
青

光　

黄
色
黄
光　

赤
色
赤
光　

白
色
白
光
」。様
々

な
色
彩
の
蓮
華
の
花
。青
い
花
は
青
い
光
を
放
ち
、

黄
色
い
花
は
黄
色
い
光
を
放
つ
。「
他
と
違
っ
て

い
る
の
が
当
然
な
ん
だ
。
他
の
に
合
わ
せ
ず
に
自

分
の
色
で
輝
い
た
な
ら
ば
、そ
れ
こ
そ
が
美
し
く
、

素
晴
ら
し
い
こ
と
な
ん
だ
」。
そ
し
て
、「
こ
の
世

に
生
ま
れ
出
た
存
在
に
は
、
何
一
つ
存
在
意
義
の

な
い
も
の
は
な
い
ん
だ
」
と
そ
ん
な
事
が
、
身
近

な
ク
レ
ヨ
ン
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
ん
な

心
が
、
元
気
に
な
る
絵
本
で
す
。

『くれよんのくろくん』
　作画・なかや　みわ
　童心社
　1,200 円

１
ｐ

教
区
内
の
方
々
に
、
教
区
基
本
テ
ー
マ
を
聞
い

て
感
じ
る
こ
と
を
綴
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

２
ｐ

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
Ｓ 

し
ゃ
ら
り
ん
堂

●
私
の
一
冊

３
ｐ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
銀
杏
通
信
」
の
新
コ
ー
ナ

ー
を
紹
介
し
ま
す
。

４
ｐ

シ
リ
ー
ズ　

聞
く

●
人
権
学
習
『「
同
和
」
問
題
に
学
ぶ
会
』

５
ｐ

教
区
真
宗
本
廟
奉
仕
団
の
レ
ポ
ー
ト
と
参
加

者
の
感
想
を
紹
介
し
ま
す
。

６
ｐ

教
区
内
諸
団
体
の
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。
今

回
は
、
教
誨
師
会
と
保
育
協
会
に
寄
稿
い
た

だ
き
ま
し
た
。

７
ｐ

教
区
ア
ラ
カ
ル
ト

●
第
22
組「
和
泉
国
寄
講
」
の
様
子
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

８
ｐ

南
御
堂
周
辺
の
お
店
紹
介「
ち
ょ
っ
と
い
こ

か
」
と
、
マ
ン
ガ「
し
ゃ
ら
り
ん
ち
ゃ
ん
」。

『鳥が教えてくれた空』
　作・三宮麻由子
　NHK出版
　830 円

第７組浄圓寺
推薦／平林正見さん

第１６組慈願寺
推薦／鹿崎正明さん





教
区
内
の
「
お
た
く
」
の
吹
き
溜
ま
り
と
化
し

つ
つ
あ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
部
。
今
回
は
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
動
画
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
制
作

す
る
上
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
２
つ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
時
代
の
新
し
い
教
化
伝
道
の
手
段
を
模
索
す
る

こ
と
。
そ
し
て
、
予
算
が
な
い
の
で
全
部
自
分
た

ち
で
作
っ
て
み
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

ネ
ッ
ト
時
代
の「
法
話
」

誰
で
も
、
ど
ん
な
場
所
か
ら
も
、
ど
ん
な
時
間

で
も
、
自
由
に
情
報
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
徴
で
す
。
そ
こ
に

境
界
は
存
在
し
ま
せ
ん
（
日
本
語
と
い
う
言
語
的

な
敷
居
は
あ
り
ま
す
が
）。

そ
う
い
う
特
徴
を
考
え
る
と
、
教
区
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
『
銀
杏
通
信
』
も
、「
外
向
き
」
で
あ
る

べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
ま
ず
私
た
ち
の
前
提
で
し

た
。
年
齢
。
性
別
。
国
籍
。
立
場
。
あ
る
い
は
信

じ
る
宗
教
。
そ
の
よ
う
な
「
境
界
」
を
超
え
た
も

の
を
作
り
上
げ
る
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
を
誰
に
で

も
わ
か
る
言
葉
で
語
る
こ
と
。
そ
れ
が
私
た
ち
の

目
標
で
す
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
も
う
ひ
と
つ
の
利

点
と
し
て
「
双
方
向
性
」
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

「
言
い
っ
ぱ
な
し
」
で
は
な
く
「
対
話
」。
言
っ
た

こ
と
に
対
し
て
読
み
手
か
ら
何
か
が
返
っ
て
来
、

そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
新
た
な
展
開
を
考

え
て
い
く
。
そ
う
い
う
一
方
通
行
で
は
な
い
あ
り

方
を
模
索
し
た
い
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
ふ
た
つ
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
テ
ー
マ
を

「
生
き
て
る
っ
て
素
晴
ら
し
い
」、
サ
ブ
テ
ー
マ
を

「
死
に
つ
い
て
」
と
し
、
第
１
回
目
は
藤
澤
隆
章

師
（
第
16
組
泉
證
寺
）
と
教
区
内
の
20
代
の
若
者

３
人
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
約
15
分
の
動
画

に
し
て
発
表
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
を
観
て
い
た
だ
い
た
人
か
ら
の
ご

意
見
も
同
時
に
載
せ
、
自
由
に
話
し
合
っ
て
い
け

る
よ
う
な
仕
組
み
も
盛
り
込
ん
で
お
り
ま
す
。

自
分
た
ち
で
作
っ
て
み
て

収
録
は
、
完
全
に
自
分
た
ち
の
手
で
行
い
ま
し

た
。
上
の
写
真
を
見
て
い
た
だ
い
た
ら
お
わ
か
り

だ
と
思
い
ま
す
が
、
照
明
は
物
干
し
竿
を
ガ
ム

テ
ー
プ
で
止
め
た
も
の
、
持
ち
寄
っ
た
家
庭
用
ビ

デ
オ
カ
メ
ラ
３
台
を
同
時
に
回
し
、
の
ち
に
委
員

の
パ
ソ
コ
ン
上
で
そ
れ
を
デ
ジ
タ
ル
編
集
い
た
し

ま
し
た
。

最
初
は
た
く
さ
ん
の
カ
メ
ラ
を
向
け
ら
れ
緊
張

気
味
だ
っ
た
出
演
者
の
皆
さ
ん
も
、
時
間
が
経
つ

に
つ
れ
ス
ム
ー
ズ
に
お
話
も
出
だ
し
て
、
約
１
時

間
の
収
録
は
あ
っ
と
い
う
間
で
し
た
。

し
か
し
実
は
そ
れ
か
ら
が
大
変
で
し
て
、
そ
れ

を
15
分
の
動
画
、
し
か
も
筋
の
通
っ
た
も
の
に
編

集
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
カ
ッ
ト
割
り

も
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
の
普
及
と
パ
ソ
コ
ン
の
高
性

能
化
で
、
プ
ロ
並
み
の
編
集
が
家
庭
で
も
で
き
る

銀
杏
通
信
の
新
コ
ン
テ
ン
ツ

　
　
　
『
生
き
て
る
っ
て
素
晴
ら
し
い
』
を
公
開
開
始

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
部
／
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
話
実
行
委
員
会

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
の
中
に
も
家
で

撮
っ
た
ビ
デ
オ
を
パ
ソ
コ
ン
に
取
り
込
ん
で
編
集

な
さ
っ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
や
は
り
動
画
を
作
る
と
い
う
の
は
難
し

い
も
の
だ
と
い
う
の
が
実
感
で
す
。
今
後
ノ
ウ
ハ

ウ
を
蓄
積
し
、各
自
の
ス
キ
ル
（
腕
前
）
も
上
が
っ

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
見
た
目
も

よ
く
な
っ
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。
ま
た
そ
う

い
う
技
術
自
体
も
教
区
に
還
元
し
て
い
か
な
け
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
で
き
る
方
は
ぜ
ひ

一
度
ご
覧
に
な
っ
て
み
て
下
さ
い
。
そ
し
て
、
お

感
じ
に
な
っ
た
こ
と
を
ご
投
稿
く
だ
さ
い
（
匿
名

で
か
ま
い
ま
せ
ん
の
で
）。

そ
れ
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

次
の
作
品
を
作
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
声
と
、
動
画
作
品
と
の
相
互
交
流

に
よ
っ
て
、「
生
き
て
る
っ
て
素
晴
ら
し
い
」
は

本
来
の
意
味
を
持
ち
、
そ
こ
に
新
し
い
「
教
化
伝

道
」
も
興
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
私
た
ち
は

そ
う
期
待
し
て
い
る
の
で
す
。

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
部
／
澤
田　

見
）

大
阪
教
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
銀
杏
通
信
』
に
、
新
し
い
コ
ー
ナ
ー
が
で
き
ま
し
た
。
題
し
て
「
生

き
て
る
っ
て
素
晴
ら
し
い
」。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
新
し
い
法
話
」
の
ス
タ
イ
ル
を
模
索
す
る
中
で

で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
新
し
い
媒
体
な
ら
で
は
の
取
り
組
み
や
問
題
点
、

ま
た
そ
こ
で
我
々
が
活
動
し
て
い
く
意
義
な
ど
に
つ
い
て
、
報
告
い
た
し
ま
す
。
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谷
真
理
さ
ん
の
お
話
し
を
お
聞
き
し
た
の
は
初

め
て
で
し
た
。
ポ
ツ
ポ
ツ
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
口

調
で
話
さ
れ
る
中
で
言
わ
れ
た
、「
部
落
解
放
運

動
は
、
人
間
が
人
間
を
解
放
す
る
運
動
で
は
な
い

と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
な
ぜ
か
と
て

も
胸
に
残
り
ま
し
た
。

「
部
落
解
放
運
動
」
と
い
う
の
は
、
被
差
別
部
落

が
解
放
さ
れ
る
た
め
の
運
動
・
・
な
の
で
し
ょ
う

か
。
で
も
、本
当
は
「
訴
え
が
受
け
ら
れ
な
い
私
」

が
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
願
わ
れ
た
運
動
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
、
こ
の
ご
ろ
そ
う
思
う
の
で
す
。

差
別
は
お
か
し
い
、
差
別
は
無
く
さ
な
け
れ
ば

…
…
な
ん
て
、
人
間
に
生
ま
れ
た
な
ら
誰
だ
っ
て

知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
差
別
は
無
く

な
ら
な
い
。
差
別
を
つ
く
っ
た
の
は
人
間
で
す
。

「
人
間
」
と
い
う
な
に
も
の
か
が
、
ど
こ
か
に
い

る
の
で
は
な
く
て
、
私
と
同
じ
「
人
間
」
で
す
。

差
別
を
つ
く
り
な
が
ら
、
差
別
に
痛
み
苦
し
む
。

そ
れ
な
の
に
差
別
が
見
え
て
い
な
い
、
気
づ
い
て

い
な
い
。
そ
ん
な
思
い
す
べ
て
が
、
一
人
の
人
間

「
私
」
の
中
に
あ
る
の
で
は
と
思
う
の
で
す
。

谷
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
人
間
が
人
間
を
解

放
す
る
運
動
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う

言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
人
間
の
「
危
う
さ
」

を
見
つ
め
直
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
で
も
き
っ

と
、
も
っ
と
深
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
思
い
を
尋
ね
続
け
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
第
22
組
光
泉
寺　

三
帰
裕
子
さ
ん
）

■
講
義
要
旨

「
同
和
問
題
は
終
わ
っ
た
か
」
と
い
う
と
き
に
、

「
同
和
」
問
題
と
い
う
問
題
を
ど
の
よ
う
に
と
ら

え
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
問
い
か
け
は
、
誰
が

誰
に
何
の
た
め
に
問
い
か
け
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
の
確
か
め
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。同

和
問
題
と
い
う
の
は
、「
部
落
差
別
問
題
」

で
す
。
差
別
を
受
け
て
き
た
人
々
が
、
何
百
年
か

の
そ
の
恨
み
を
は
ら
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

人
間
を
尊
敬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
解
放
せ

ん
と
す
る
も
の
の
集
団
運
動
を
起
こ
し
、そ
れ
が
、

部
落
解
放
運
動
と
し
て
今
も
取
り
組
ま
れ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
が
、
同
和
問
題
と
い
う
時
に
は
、
部

落
差
別
問
題
と
そ
の
部
落
解
放
運
動
を
総
合
的
に

表
現
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
被
差

別
部
落
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
部
落
差
別
を

支
え
て
き
て
い
る
側
の
我
々
の
問
題
で
す
。

大
谷
派
は
、
幾
度
に
も
わ
た
る
糾
弾
を
受
け

て
、
気
づ
か
な
い
と
い
う
こ
と
の
差
別
性
に
気
づ

か
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
糾
弾
を
縁
と
し
て
、
宗

門
の
制
度
、
機
構
、
教
学
、
教
化
の
も
つ
問
題
点

を
点
検
検
討
し
ま
し
た
。
し
か
し
、そ
れ
は
解
決
・

克
服
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
先
送
り
さ
れ
て
い
る
の

が
現
状
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
私
た
ち

は
、
足
を
踏
ま
れ
た
人
が
痛
い
と
声
を
出
し
て
く

だ
さ
っ
た
か
ら
、
踏
み
つ
け
て
い
る
こ
と
に
は
気

づ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
直
ぐ
に
足
を
除
け
た
か

と
い
う
と
、
そ
の
足
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
と

い
う
の
が
現
実
の
姿
で
も
あ
り
ま
す
。

私
は
、
部
落
解
放
を
人
間
解
放
と
考
え
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
今
は
、
人
間
が
人
間
を
解
放
す

る
運
動
で
は
な
く
、
如
来
・
諸
仏
の
本
願
の
は
た

ら
き
に
よ
り
、
私
自
身
が
失
っ
て
い
る
人
間
（
人

間
性
）
を
回
復
す
る
縁
な
の
だ
と
受
け
と
め
て
い

ま
す
。

私
た
ち
は
、
同
朋
会
運
動
を
40
年
推
進
し
、
糾

弾
に
応
え
ん
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
40
年
あ
ま
り

同
和
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
一
人
ひ
と

り
が
自
己
を
問
う
も
の
と
し
て
、
真
剣
に
教
区
で

組
で
寺
で
取
り
組
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

に
偽
り
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
自

己
を
問
う
と
い
う
こ
と
が
、
教
団
の
教
区
の
組
の

寺
の
学
習
の
教
化
の
目
標
に
な
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
の
か
、
は
た
し
て
我
が
身
は
、
自
己
を
問
う

た
の
か
、
と
思
う
の
で
す
。
誰
が
誰
に
何
を
ど
う

し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
実
は
、
い
ち

い
ち
確
か
め
る
こ
と
な
く
自
明
の
こ
と
と
し
て
、

曖
昧
に
し
て
き
た
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
私
は
、
同
和
問
題
は
私
の
中
で
終
わ
っ

た
と
は
と
て
も
言
え
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
は
っ

き
り
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。同

和
問
題
が
視
座
・
視
点
と
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
権
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
私
の
背
中
を
押
し
て
く
だ
さ
っ
た

声
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
お
釈
迦
様

に
親
鸞
聖
人
に
諸
仏
に
、
そ
し
て
、
糾
弾
し
て
く

だ
さ
っ
た
人
々
に
、
私
は
ど
う
し
た
い
の
か
と
い

う
こ
と
を
、
確
か
め
、
表
明
し
て
い
け
ば
い
い
の

で
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
同
和
問
題
は
終
わ
っ
た

か
」と
い
う
テ
ー
マ
で
学
習
を
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、

大
阪
教
区
の
同
和
問
題
の
取
り
組
み
の
歴
史
で
あ

り
、
現
状
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
い
る
か
ら
こ
そ
、
誰
が
誰
に

何
を
ど
う
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
お

互
い
が
確
か
め
合
う
、
時
と
場
を
も
っ
て
い
だ
た

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
別
に
新
た
な
、
ど
こ
か
に

入
口
出
口
が
あ
る
の
で
な
く
、
そ
う
い
う
こ
と
よ

り
も
、
す
で
に
私
た
ち
に
開
か
れ
て
い
る
教
え
そ

の
も
の
を
、
も
う
一
度
受
け
止
め
な
お
し
て
い
け

ば
、
は
っ
き
り
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
か
と

思
い
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
（
文
責
・
教
務
所
）

●『
同
和
』
問
題
に
学
ぶ
会

　
　
　

テ
ー
マ「
同
和
」
問
題
は
終
わ
っ
た
か
？

講
師
／
谷　

真
理　

先
生

�
�
�
�

聞
く





教
区
教
化
委
員
会
主
催
の
真
宗
本
廟

奉
仕
団
が
、
４
月
19
〜
20
日
に
行
な
わ

れ
ま
し
た
。

現
代
（
い
ま
）
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
真
宗

教
団
は
、
退
廃
し
て
い
る
と
言
い
ざ
る
を
え
ま
せ

ん
。
ま
さ
し
く
、
日
本
全
土
が
、
真
宗
の
開
教
区

で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
状
況
の
危
機

感
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
同
朋
会
運
動
、そ
し
て
、

真
宗
本
廟
奉
仕
団
で
あ
り
ま
す
が
、
い
っ
た
い
、

現
代
（
い
ま
）
の
民
衆
に
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い

る
の
か
ぜ
ひ
見
て
み
た
い
、
そ
し
て
私
の
問
い
に

ど
の
よ
う
に
応
え
て
も
ら
え
る
の
か
、
そ
れ
ら
の

期
待
を
胸
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

20
代
半
ば
の
私
に
と
っ
て
、
真
宗
本
廟
奉
仕
団

に
参
加
し
て
い
る
顔
ぶ
れ
は
、
や
は
り
お
じ
い
さ

ん
、お
ば
あ
さ
ん
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
そ
し
て
、

夕
事
勤
行
の
後
に
行
な
わ
れ
る
感
話
を
聞
い
て
い

て
も
、
何
か
し
ら
、
白
々
し
い
も
の
を
感
じ
ま
し

た
。同
朋
会
運
動
、そ
し
て
、真
宗
本
廟
奉
仕
団
は
、

本
当
に
こ
れ
で
い
い
の
か
と
さ
え
思
い
ま
し
た
。

  

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
多
数
の
人
々
が
、
本
山
（
真

宗
本
廟
）
に
足
を
運
ん
で
く
れ
て
い
る
事
実
を
目

の
前
に
、
寺
へ
の
期
待
は
、
ま
だ
な
ん
と
か
残
っ

て
い
る
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

  

だ
が
、
す
で
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
時
期
は

終
わ
っ
た
。
も
う
一
刻
の
猶
予
も
残
さ
れ
て
い
な

い
。
私
た
ち
が
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
教
化
活

動
に
取
り
組
む
べ
き
な
の
か
、
僧
と
し
て
ど
の
よ

う
に
生
き
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
そ
れ
を
考
え

さ
せ
ら
れ
る
機
会
を
今
回
の
真
宗
本
廟
奉
仕
団
の

体
験
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
貴
子
）

参
加
者
の
ご
感
想

第
３
組
受
念
寺
門
徒　

石
橋
通
子
さ
ん

大
き
な
お
風
呂
気
持
ち
よ
か
っ
た
。
本
山
は
、

母
の
待
つ
故
郷
の
よ
う
。
出
会
っ
た
人
は
、
そ
の

時
か
ら
友
に
な
り
、
心
か
ら
話
す
こ
と
が
で
き

た
。
い
ま
、
私
が
、
こ
こ
に
、
こ
の
場
に
い
る
こ

と
の
不
思
議
を
し
み
じ
み
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
よ
う
こ
そ
、
こ
こ
ま
で
私
を
育
て
て
く
だ

さ
っ
た
、
よ
き
先
輩
・
よ
き
友
・
よ
き
師
。
本
山

は
、
不
思
議
な
場
だ
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。

「
生
活
の
中
に
仏
法
を
聞
く
」、
い
つ
も
い
つ
も
、

く
り
返
し
く
り
返
し
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ

と
を
あ
ら
た
め
て
思
い
返
し
て
い
ま
す
。

「
生
き
き
る
こ
と
」
が
「
死
に
き
る
こ
と
」
と
い

う
こ
と
、そ
の
こ
と
を
常
に
思
う
よ
う
に
な
れ
た
。

（
歳
の
せ
い
か
な
？
）
聞
法
が
深
ま
っ
た
か
ら
で

は
な
い
け
れ
ど
、や
は
り
「
死
」
を
思
う
こ
と
が
、

身
近
に
起
こ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
せ
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

第
７
組
光
満
寺
住
職　

越
谷　

彰
さ
ん

本
廟
護
持
に
対
し
て
、
現
在
の
よ
う
な
奉
仕

団
の
在
り
方
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。
確
か
に
聞
法
す
る
こ
と
の
意
義
が
大
切
で
あ

る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
本
廟
の
維

持
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

自
分
自
身
を
含
め
て
、
僧
侶
の
体
質
改
善
が
望

ま
れ
る
。
寺
に
か
か
わ
る
人
々
が
、
本
当
に
心
か

ら
体
を
動
か
し
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
問
い
な
お

し
、
今
こ
こ
に
在
る
こ
と
が
喜
び
と
な
る
よ
う
な

運
動
の
展
開
を
し
な
け
れ
ば
、
や
が
て
衰
退
の
道

を
歩
む
こ
と
と
な
る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
自
分
自
身
の
課
題
と
し
て
、
寺
・

僧
侶
・
門
徒
の
在
り
方
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思

う
。

第
８
組
念
仏
寺
門
徒　

宮
野　

勲
さ
ん

初
め
て
本
廟
奉
仕
団
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
来
て
良
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
第
１
の
感
想

で
す
。
今
ま
で
に
、
２
度
し
か
本
廟
に
来
た
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
御
影
堂
と
阿
弥
陀
堂
し
か
知
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
多
く
の
建
物
を
知
る
こ
と
が
出

来
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

次
に
参
加
の
皆
さ
ん
が
、
真
剣
に
生
き
方
に
つ

い
て
、意
見
を
述
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
姿
を
見
て
、

自
分
も
も
っ
と
努
力
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
御
教
え

を
勉
強
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
17
組
念
正
寺
門
徒　

沢
田
秀
子
さ
ん

初
め
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
内

容
の
充
実
度
に
驚
き
感
動
い
た
し
、
少
し
ハ
ー
ド

で
す
が
又
の
チ
ャ
ン
ス
も
是
非
参
加
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

先
ず
「
真
宗
宗
歌
」
や
「
み
ほ
と
け
は
」
の
お

歌
に
心
ほ
ん
の
り
、
合
掌
し
て
の
昼
食
（
食
べ
る

こ
と
、
作
る
こ
と
の
尊
さ
を
感
じ
）、
両
堂
参
拝

や
諸
殿
拝
観
等
す
ば
ら
し
い
建
物
・
お
庭
・
襖
絵
・

時
代
劇
に
出
る
大
広
間
・
お
床
・
武
者
隠
し
、
見

学
や
説
明
等
い
た
だ
き
ま
し
た
。
我
宗
、
東
本
願

寺
本
廟
に
こ
れ
ほ
ど
の
財
産
が
あ
る
と
は
。

ち
ょ
っ
と
難
し
い
講
義
、
班
別
座
談
会
で
は
、

日
頃
私
も
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と
が
解
決
さ
れ

ま
し
た
。
法
名
も
い
た
だ
け
感
動
し
て
い
ま
す
。

　
　

教
区
真
宗
本
廟
奉
仕
団

２
０
０
３
年
４
月
19
〜
20
日
／
５
月
９
〜
10
日
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習
し
て
い
ま
す
。
10
〜
15
分
ぐ
ら
い
の
基
調
法
話

の
後
30
〜
45
分
の
座
談
会
を
も
っ
て
い
ま
す
。
少

年
た
ち
は
、非
行
を
重
ね
て
い
た
過
去
の
こ
と
や
、

社
会
へ
帰
っ
て
行
っ
た
と
き
の
将
来
の
夢
、
ま
た

施
設
内
で
の
今
の
心
の
葛
藤
な
ど
を
話
し
て
い
ま

す
。
こ
の
仏
教
ク
ラ
ブ
は
、
当
会
員
以
外
で
も
参

加
で
き
ま
す
の
で
、
ご
希
望
が
あ
れ
ば
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

当
会
で
は
、
公
開
の
講
演
会
や
、
施
設
訪
問
も

企
画
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

（
真
宗
大
谷
派
大
阪
教
区
教
誨
師
会
長

北
畠　

顯
諒
さ
ん
）

　

教
誨
師
は
宗
派
内
で
推
薦
し
た
メ
ン
バ
ー
で
、

各
種
宗
教
団
体
で
構
成
し
た
府
県
の
教
誨
師
会
に

登
録
し
ま
す
。
篤
志
面
接
委
員
は
、
各
施
設
長
の

推
薦
に
よ
り
法
務
省
の
矯
正
管
区
長
委
嘱
に
よ
る

も
の
で
す
。
大
阪
教
区
教
誨
師
会
の
メ
ン
バ
ー
は

現
在
26
名
で
、
大
阪
刑
務
所
・
大
阪
拘
置
所
・
大

阪
医
療
刑
務
所
・
浪
速
少
年
院
・
交
野
女
子
学
院
・

和
泉
学
園
・
奈
良
少
年
刑
務
所
・
奈
良
少
年
院
・

和
歌
山
刑
務
所
・
大
阪
少
年
鑑
別
所
の
10
施
設
に

年
間
５
０
０
回
前
後
訪
問
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
成
人
の
施
設
で
の
活
動
を
紹
介
し
ま
し
ょ

う
。

　

被
収
容
者
か
ら
の
希
望
に
よ
っ
て
、
教
誨
室
に

て
読
経（
被
害
者
や
家
族
の
命
日
）
と
法
話
の
時

間
を
も
ち
ま
す
。
個
人
だ
け
と
グ
ル
ー
プ
の
場
合

が
あ
り
ま
す
。
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
都
度
被
収

容
者
が
願
い
出
た
と
き
に
、
グ
ル
ー
プ
は
、
施
設

の
方
か
ら
被
収
容
者
に
広
告
し
て
希
望
す
る
人
が

出
席
し
ま
す
。
ま
た
、
収
容
さ
れ
て
い
る
間
に
学

習
し
た
い
人
を
対
象
に
、
家
族
へ
の
手
紙
を
出
さ

せ
る
よ
う
に
読
み
書
き
、
出
所
後
子
ど
も
の
宿
題

ぐ
ら
い
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
算
数
の
学

習
の
手
助
け
も
し
て
い
ま
す
。
出
所
の
後
、
組
関

係
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
暴
力
団
離
脱
指
導
が
施
設

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
中
で
、
家
族
の
こ
と
や
本
人
の
自
覚
に
か
か

わ
る
項
目
の
と
こ
ろ
を
受
け
持
っ
て
い
ま
す
。

　

少
年
施
設
で
は
、
個
人
面
接
が
中
心
と
な
り
ま

す
。
少
年
た
ち
が
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
に
つ

い
て
相
談
に
き
ま
す
。
ま
た
環
境
に
問
題
が
あ
る

少
年
の
指
導
に
あ
た
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

浪
速
少
年
院
・
和
泉
学
園
で
は
、
仏
教
ク
ラ
ブ

を
開
設
し
て
い
ま
す
。
余
暇
の
時
間
を
使
っ
て
希

望
す
る
少
年
た
ち
と
、
仏
陀
釈
尊
伝
を
中
心
に
学

現
在
、
保
育
協
会
に
は
、
３
０
ヵ
園
の
幼
稚
園

と
保
育
園
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
８
年
に
創
設
さ
れ

た
の
が
最
初
で
、
多
く
は
戦
後
に
は
じ
め
ら
れ
ま

し
た
。
真
宗
の
教
え
を
子
ど
も
に
伝
え
る
目
的
も

あ
る
が
、
特
に
戦
後
の
物
の
な
い
と
き
に
、「
衣

食
た
っ
て
礼
節
を
知
る
」
の
例
の
よ
う
に
、
真
宗

保
育
を
通
し
て
精
神
的
な
支
え
を
持
ち
、
立
派
に

成
長
し
て
ほ
し
い
と
の
願
い
を
持
っ
て
保
育
に
携

わ
っ
て
来
て
お
り
ま
す
。
今
約
４
５
０
０
人
の
園

児
が
、
各
園
に
通
っ
て
い
ま
す
。
保
育
園
で
は
、

長
い
子
は
６
年
、
幼
稚
園
で
は
３
年
い
ま
す
。

園
で
の
生
活
の
一
端
を
述
べ
ま
す
と
、
昼
食
の

と
き
園
児
が
合
掌
し
ま
す
。「
仏
様
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
お
家
の
お
父
様
お
母
様
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。よ
く
噛
ん
で
残
さ
な
い
よ
う
に
、

こ
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
、先
生
皆
様
い
た
だ
き
ま
す
」

と
、
先
生
は
「
お
あ
が
り
く
だ
さ
い
」
と
、
園
児

が
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
感
謝
す
る

心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

１
年
間
の
行
事
を
し
て
、
真
宗
保
育
の
テ
ー
マ

で
あ
る
《
と
も
に
生
き
、
と
も
に
育
ち
あ
う
保
育

を
実
践
し
よ
う
》
の
も
と
、
園
長
や
保
育
士
が
園

児
と
と
も
に
毎
日
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

大
谷
保
育
協
会
の
年
間
行
事
は
次
の
通
り
で
す
。

①
毎
月
園
長
会

②
６
月
第
３
土
曜
日
教
職
員
研
修
会

③
10
月
南
御
堂
報
恩
講
参
詣

④
11
月
第
３
土
曜
日
教
職
員
研
修
会

⑤
平
成
16
年
１
月
24
・
25
日
近
畿
連
区
保
育
研

　
　

修
大
会
（
南
御
堂
、三
井
ア
ー
バ
ン
ホ
テ
ル
）

教
区
内
の
都
市
化
が
進
ん
で
い
る
地
域
は
、
マ

ン
シ
ョ
ン
等
が
建
ち
、
核
家
族
化
が
進
み
、
園
児

も
多
い
が
合
掌
す
る
機
会
も
な
く
な
り
ま
し
た
。

園
児
を
大
谷
保
育
協
会
の
園
に
通
わ
せ
る
よ
う
に

な
り
、
子
ど
も
が
合
掌
す
る
こ
と
に
よ
り
、
親
も

合
掌
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
の
で
す
。そ
れ
が
、

家
族
を
目
覚
め
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
機
縁
と
な
り
ま

す
。今

日
の
よ
う
に
世
情
の
不
安
定
な
時
に
こ
そ
、

園
児
に
希
望
と
夢
を
持
っ
て
、
明
日
の
よ
り
良
い

日
本
を
築
い
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
各
園
で
独
自

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
ん
で
保
育
に
が
ん
ば
っ
て

い
ま
す
。
今
、大
谷
保
育
協
会
と
大
谷
大
学
と
で
、

よ
り
よ
い
も
の
を
作
る
研
究
が
進
ん
で
い
ま
す
。

（
大
阪
教
区
真
宗
大
谷
派
保
育
協
会
支
部
長　

頼
尊　

宗
徹
さ
ん
）

教
誨
師
会

保
育
協
会

各
種
団
体

活
動
報
告

和泉学園への施設訪問

保育研修会





桜
の
花
が
青
葉
に
変
わ
り
、
爽
や
か
な
風
が

木
々
を
揺
ら
す
頃
に
な
る
と
、
大
阪
府
の
南
西
部

に
位
置
す
る
第
22
組
（
泉
大
津
市
・
泉
佐
野
市
・

貝
塚
市
・
岸
和
田
市
・
泉
南
市
・
熊
取
町
）
で
は
、

「
和
泉
国
寄
講
（
い
ず
み
く
に
よ
り
こ
う
）」
と
呼

ば
れ
る
お
講
が
、
３
日
間
に
わ
た
っ
て
盛
大
に
営

ま
れ
る
。

会
所
は
、順
番
を
も
と
に
毎
年
変
わ
る
の
だ
が
、

今
年
は
貝
塚
市
に
所
在
す
る
永
覺
寺
（
濱
田
博
徳

住
職
）
が
当
番
を
担
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
大
型
連
休

の
終
盤
、
５
月
３
日
か
ら
５
日
ま
で
勤
ま
っ
た
。

例
年
、
そ
の
中
日
に
は
大
阪
教
務
所
か
ら
ご
挨
拶

に
伺
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
今
年
も
私
が
出
向

か
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
か
ら
、
少
し
く
そ
の
様

子
な
ど
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
和
泉
国
寄
講
の
歴
史
に
触
れ
た

い
と
思
う
の
だ
が
、
実
は
今
か
ら
30
年
ほ
ど

前
、
１
９
７
０
年
に
、
第
22
組
の
皆
さ
ん
が
『
泉

州
国
寄
講
』と
い
う
小
冊
子
を
発
行
さ
れ
て
い
て
、

そ
こ
に
は
こ
の
国
寄
講
の
歴
史
や
過
去
の
様
子
な

ど
を
、
写
真
資
料
な
ど
を
交
え
お
ま
と
め
に
な
ら

れ
て
い
る
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
そ
ち
ら
を
お

読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
（
同
書
は
教
区
教
化

セ
ン
タ
ー
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
）。
私
も
ご
挨

拶
に
伺
う
最
初
の
年
に
、
ひ
と
と
お
り
読
ま
せ
て

い
た
だ
き
、
こ
の
原
稿
も
そ
れ
を
も
と
に
し
て
い

る
だ
が
、
国
寄
講
を
大
切
に
さ
れ
て
き
た
皆
さ
ん

の
お
気
持
ち
が
、
同
書
か
ら
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

国
寄
講
に
関
す
る
記
録
資
料
と
し
て
は
、
文
化

年
間
（
１
８
０
０
年
代
初
期
）
の
も
の
が
現
存
す

る
最
古
の
も
の
だ
そ
う
だ
が
、
そ
の
起
こ
り
は
正

徳
年
間
（
１
７
０
０
年
代
初
期
）、
若
し

く
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
お
よ
そ
３
０
０
年
あ
ま
り

の
間
、
綿
々
と
営
ま
れ
て
き
た
こ
と
に

な
る
。

ひ
と
く
ち
に
３
０
０
年
と
い
う
が
、

そ
の
間
の
社
会
状
況
を
思
え
ば
、
そ
れ

が
簡
単
に
な
し
得
ら
れ
た
も
の
で
な
い

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

社
会
状
況
云
々
と
構
え
て
み
た
と
こ
ろ

で
、
私
は
中
学
校
の
歴
史
の
時
間
に
教

わ
っ
た
ほ
ど
の
知
識
し
か
持
ち
得
て
い

な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
明
治
維
新
」

に
よ
る
欧
米
文
化
の
流
入
、
幕
末
か
ら

明
治
初
期
に
か
け
て
の
内
戦
や
先
の
敗

戦
ま
で
繰
り
返
し
て
き
た
参
戦
の
歴
史
、

あ
る
い
は
封
建
主
義
・
尊
皇
攘
夷
・
皇

国
思
想
・
軍
国
主
義
・
民
主
主
義
な
ど

の
国
が
採
る
体
制
や
立
場
、
経
済
・
文

化
の
発
展
と
弊
害
…
こ
の
３
０
０
年
と

い
う
時
間
の
流
れ
は
、
そ
う
い
う
個
人

を
越
え
た
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
短
時
間

の
間
に
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の

に
戸
惑
い
、
悩
み
、
苦
し
み
、
泣
き
笑
い
し
た
先

達
の
歴
史
で
あ
り
、
重
ね
ら
れ
た
人
生
の
事
実
な

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
決
し
て
感
傷
的
な
思
い
で
は
な
く
、

私
が
国
寄
講
と
い
う
場
に
身
を
置
く
な
か
で
感
じ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
４
回
お
じ
ゃ
ま
し

た
が
、
い
ず
れ
の
と
き
も
寺
院
周
辺
は
参
詣
者
で

賑
わ
い
、
境
内
で
は
お
世
話
す
る
門
徒
方
が
忙
し

そ
う
に
動
き
回
っ
て
お
ら
れ
る
。
本
堂
に
は
、
と

き
に
は
入
り
き
ら
な
い
ほ
ど
、
ご
門
徒
や
坊
守
方

が
参
詣
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
ほ
と
ん

ど
の
組
内
寺
院
住
職
が
出
仕
、
勤
行
さ
れ
、
ま
た
、

宗
派
か
ら
派
遣
さ
れ
た
教
導
（
特
派
教
導
）
が
法

話
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、寺
院
関
係
者
も
門
徒
も
、

国
寄
講
に
集
う
た
人
々
は
す
べ
て
真
剣
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。

教
務
所
で
過
ご
す
毎
日
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し

た
、
い
わ
ゆ
る
官
製
の
も
の
で
は
な
い
地
道
な
活

動
を
見
失
い
が
ち
で
あ
る
。
私
の
後
に
は
「
法
義

相
続
」
と
書
か
れ
た
瓦
懇
志
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ

て
あ
る
が
、
そ
の
文
字
を
見
る
た
び
に
、
国
寄
講

に
集
っ
た
皆
さ
ん
の
姿
が
重
な
る
。
こ
れ
ま
で
先

達
が
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
が
次
第
に
失
わ
れ
て

い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
危
機
感
を
持
て

な
い
私
た
ち
の
状
況
に
あ
っ
て
、
時
代
社
会
の
要

請
や
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
、
そ
こ
に
き
ち
ん
と

相
続
す
べ
き
こ
と
を
相
続
し
て
い
こ
う
と
す
る
意

志
と
具
体
的
活
動
が
本
当
に
必
要
な
の
だ
と
い
う

こ
と
を
、
拙
い
挨
拶
に
さ
え
目
を
見
開
い
て
聞
い

て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
に
改
め
て
教
え
て
い
た
だ

い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
教
務
所
・
杉
本
）  

和
泉
国
寄
講

第
22
組
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◆
教
区
教
化
事
業
は

新
年
度
を
迎
え
、
い
ま

盛
ん
に
各
部
会
で
会
議

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
◆『
し
ゃ
ら
り
ん
』
も
、

教
化
活
動
を
各
組
、
各
寺
院
へ
お
知
ら
せ
す
る
と

い
う
役
割
を
も
っ
て
い
ま
す
。
楽
し
く
活
用
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
編
集
し
て
い
き

た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
◆
２
面
の「
Ｂ
Ｏ
Ｏ

Ｋ
Ｓ
し
ゃ
ら
り
ん
堂
」
で
は
、
お
二
人
の
方
に
ご

紹
介
を
頂
き
ま
し
た
。『
く
れ
よ
ん
の
く
ろ
く
ん
』

の
ご
紹
介
を
読
ん
で
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｐ
の『
世
界
に
一

つ
だ
け
の
花
』
も「
元
気
が
出
る
」
歌
だ
か
ら
ヒ
ッ

ト
し
た
の
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
私
も
い
つ
の

間
に
か
息
子
を〝
み
な
と
一
緒
〞
と
い
う
枠
に
は

め
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
に〝
み
ん

な
と
違
っ
て
い
い
〞
と
言
う
受
け
皿
が
な
い
か
ら

で
し
ょ
う
か
。
◆「
全
体
主
義
を
超
え
る
の
は
個

の
自
覚
し
か
な
い
」
と
言
わ
れ
た
辺
見
庸
氏
の
言

葉
が
気
に
な
り
ま
す
。
◆
編
集
委
員
の
中
で
パ
ソ

コ
ン
を
使
え
な
い
の
は
私
だ
け
。
原
稿
を
メ
ー
ル

で
送
っ
た
り
、
意
見
の
交
換
を
し
た
り
校
正
を
し

た
り
便
利
な
も
の
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

今
の
と
こ
ろ
覚
え
る
気
の
な
い
私
は
、
隣
に
居
る

人
に
頼
る
の
み
。（
W
）
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　大きな壷のオブジェに感心しな
がらその小さな店に足を踏み入れる

と、古い蔵のような造りのイメージに反
して薄暗い中にＪＡＺＺが流れる立ち飲
みのバーになっています。細い階段を上
がった二階はこぢんまりとした二十席ぐ
らいのテーブル席でした。大勢で押しか
けるよりも二、三人でもうすこし飲みな

がら話そうや、と腰を落ち着けるの
に最適な場所です。
　日本酒に限らず和洋多種多様な酒
の種類、酒のアテにあら塩がでてく
るというシブさ、柔な酒飲みはおと
といおいでと言わんばかりのこの店
は、メインの料理からして『酒粕お
でん』。豚骨をベースに煮込み、ほ
のかに酒粕の香り漂う逸品です。大
根や竹輪、牛すじなどの定番から季
節限定ものまでおでんは全品百円。
枝豆や唐揚げといったお決まりの肴
で三百円前後。シシャモの燻製をか

じりながら、地酒なら『黒龍』、焼酎なら『吉兆宝山』などいか
がでしょうか。
　ちょっとひっかけて二千円いくかどうかというお手軽なお店で
す。飲み足りなかった方、二次会、三次会にぜひどうぞ。（平野）
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