
〈
略
歴
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一
九
六
一
年
名
古
屋
市
生
ま
れ
。 

恵

林
寺
副
住
職
。
教
化
セ
ン
タ
ー
主
幹
。

東
本
願
寺
楽
僧
。
20
～
30
代
の
若
手

僧
侶
と
共
同
教
化
の
現
場
を
荷
う

「
人
の
育
成
」
を
行
う
。

自
ら
の
歩
み
を

　
静
か
に
問
い
返
す
と
き

荒あ
ら

山や
ま

 

淳
じ
ゅ
ん
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【開催期間】　２０１８年５月２３日（水）【日帰り】
【会　　場】　小笠原登ゆかりの寺 圓周寺（愛知県甚目寺町）、
　　　　　　　竹中彰元ゆかりの寺 明泉寺（岐阜県垂井町）ほか
【募集人数】　２０人
【参加費用】　５，０００円
【締　　切】　5月９日（水）
【申込方法】　高山教務所までお電話ください

高山教区「平和と人権の旅」高山教区「平和と人権の旅」
時代に抗した僧侶・医師たち時代に抗した僧侶・医師たち

「戦争は罪悪である」念仏の教えに立って非戦を唱え続けた僧
侶、竹中彰元。大谷派の寺に生まれ、ハンセン病患者と関わり
続けた医師、小笠原 登。両氏ゆかりの地を訪ねます。

たけ なかしょうげん

お  がさ わら のぼる
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テ
レ
ホ
ン
法
話
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７
（
３４
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３
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３
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○
４
月
２１
日
～
３0
日
…
山
本
憲
人
氏
［
寳
藏
寺
］　

○
5
月
１
日
～
１0
日
…
邨
上
真
生
書
記
［
教
務
所
］　

○
5
月
１１
日
～
２0
日
…
三
木
朋
哉
氏
［
淨
福
寺
］
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『ひだご坊』は毎月20日に発行されます。

そ
れ
は
同
時
に
念
仏
の
法ほ

う

幢ど
う

を
掲
げ
る
教
団
が
、念
仏
に
酔

い
し
れ
た
集
団
に
成
り
果
て

て
し
ま
っ
て
い
る
現
実
に
対
す

る
慙
愧
の
声
に
も
聞
こ
え
た
。

　

翻
ひ
る
が
えっ
て
現
在
、
今
も
な
お
、

自
身
の
生
活
を
問
う
て
く
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
慙
愧
の
言
葉

が
外そ

と

向む

き
の
言
葉
で
は
な
く
、

如
来
の
御み

教
え
が
光こ

う
み
ょ
う明
と
な

り
名み

ょ
う
ご
う号
と
な
っ
て
高
氏
自
身

を
貫
き
、
ひ
い
て
は
現
代
を

生
き
る
私
を
も
含
め
た
人
間

を
貫
き
、
不
思
議
に
も
語
ら

れ
る
言
葉
に
胚は

い

胎た
い

す
る
歎た

ん

異に

の
響
き
が
感
銘
を
与
え
、
感

動
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

弥み

陀だ

の
誓せ

い

願が
ん

不ふ

思し

議ぎ

に
た

す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、

往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と

信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と

お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お

こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂せ

っ

取し
ゅ

不ふ

捨し
ゃ

の
利り

益や
く

に
あ
ず
け

し
め
た
ま
う
な
り
。

（『
歎
異
抄
』
第
一
章

真
宗
聖
典
六
二
六
頁
）

　

「
正
信
念
仏
偈
」
を
勤
め

る
こ
と
は
、
如
来
の
「
衆
生

を
摂
取
し
て
捨
て
な
い
」
は

た
ら
き
が
、
偈げ

頌じ
ゅ

と
な
っ
て

今
、
私
の
元
に
届
い
た
証あ

か
し

で

あ
る
。
選せ

ん
じ
ゃ
く択

本
願
の
念
仏
は
、

迷
い
、
苦
悩
の
中
に
沈ち

ん
　
も
つ没

し

て
い
る
我
ら
と
一い

ち

如に
ょ

た
ら
ん

と
す
る
如
来
の
願が

ん

心し
ん

な
の
で

あ
る
。
念
仏
申
し
て
か
ら
助

か
る
の
で
な
い
。
ま
た
称
え

た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
分
の

中
に
あ
っ
た
問
題
が
全
て
解

決
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な

い
。
む
し
ろ
、
自
力
の
は
か

ら
い
な
ど
で
は
到
底
解
決
し

よ
う
も
な
い
深
い
闇
が
、
自

分
の
中
に
厳げ

ん

然ぜ
ん

と
あ
り
続
け

る
事
実
を
知
る
の
み
で
あ
る
。

　

「
正
信
念
仏
偈
」
を
勤
め

る
感
動
が
、
い
つ
の
間
に
か

酒
に
酔
い
し
れ
た
よ
う
な
陶と

う

酔す
い

に
変へ

ん

貌ぼ
う

し
て
は
い
ま
い
か
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
一い

ち

人に
ん

一い
ち

人に
ん

の
信
心
の
覚か

く

醒せ
い

を
願
う
純
粋

な
る
信
仰
運
動
「
真
宗
同
朋

会
」
が
、「
同
朋
会
運
動
」

と
言
い
さ
え
す
れ
ば
安
泰
と

い
う
、
あ
る
種
の
依
存
状
態

に
な
っ
て
は
い
ま
い
か
。
宗

祖
御
遠
忌
は
、
自
ら
の
歩
み

を
「
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
」

と
静
か
に
問
い
返
す
と
き

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

昭
和
36
（
一
九
六
一
）
年

春
、
宗

し
ゅ
う

祖そ

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う
に
ん人
七
百
回

御ご

遠え
ん

忌き

が
厳ご

ん
し
ゅ
う修
さ
れ
た
。
当

時
29
歳
だ
っ
た
父
は
、「
満

堂
の
御ご

影え
い

堂ど
う

で
、『
正し

ょ
う
し
ん信
念ね

ん

仏ぶ
つ

偈げ

』
が
大だ

い

音お
ん
じ
ょ
う声

で
勤つ

と

め
ら

れ
た
時
、
感か

ん

極き
わ

ま
り
何
か
知

ら
ん
け
ど
泣
け
て
き
た
」
と
、

折お
り

に
ふ
れ
、
そ
の
時
の
感
動

を
篤あ

つ

く
語
っ
て
き
た
。
そ
の

言
葉
を
聞
い
て
き
た
私
は
、

二
〇
一
一
年
春
・
京
都
真
宗

本ほ
ん
び
ょ
う廟
、
二
〇
一
六
年
春
・
名

古
屋
で
厳
修
さ
れ
る
宗
祖
親

鸞
聖
人
七
五
〇
回
御
遠
忌
を

心
待
ち
に
し
て
大
き
な
期
待

を
膨ふ

く

ら
ま
せ
て
い
た
。

　

そ
ん
な
私
に
向
か
っ
て
父

は
、
御
遠
忌
の
始
ま
る
前
、

こ
ん
な
こ
と
を
聞
か
せ
て
く

れ
た
。「
確
か
に
先
の
御
遠

忌
で
、
深
い
感
動
を
味
わ
っ

た
が
、
法
要
に
酔よ

い
し
れ
た

だ
け
な
ら
空む

な

し
く
過
ぎ
る
。

は
た
し
て
『
雑ぞ

う
ぎ
ょ
う行
を
棄す

て
て

本
願
に
帰き

』さ
れ
た
宗
祖
の

信
心
を
、
我
が
信
心
と
し
て

生
き
て
い
る
の
か
、
そ
し
て

自
ら
の
依よ

っ
て
立
つ
立り

っ
き
ゃ
く脚

地ち

、

い
の
ち
の
大
地
が
は
っ
き
り

し
た
の
か
深
い
反
省
の
も
と
、

人じ
ん

世せ
い

を
問
う
「
同
朋
会
運
動
」

が
興お

こ

っ
た
は
ず
な
の
に
、
50

年
前
の
反
省
を
一
歩
も
踏
み

出
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
」

と
、
厳
し
い
表
情
で
私
を
見

つ
め
た
の
だ
っ
た
。
父
は
、

「
感
動
的
な
法
要
に
あ
い
た

い
」
と
、
夢
見
酔
い
し
れ
る

私
の
下
ご
こ
ろ
を
言
い
当
て

て
き
た
の
で
あ
る
。

さ
け
を
の
ん
で
よ酔

う
人
間
と

よ酔

う
た
め
に
さ
け
を
の
む

人
と
は
ち
が
う

　

こ
れ
は
、
昭
和
59
年
夏
、

高こ

史さ

明み
ょ
ん

先
生
が
全
国
児
童

夏
の
つ
ど
い
で
、
御ご

真し
ん

影ね
い

の

御お
ん

前ま
え

で
子
た
ち
に
語
ら
れ
た

慙ざ
ん

愧ぎ

の
お
言
葉
で
あ
る
。
実

は
こ
の
言
葉
、
12
歳
で
自
ら

の
命
を
絶た

っ
た
子
息
・
真ま

さ

史ふ
み

さ
ん
の
残
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
に
続
い
て
先
生
は
、

「
こ
れ
は
、
私
の
こ
と
で
す
。

酒
は
飲
め
ば
酔
う
、
し
か
し

人
に
よ
っ
て
は
、
酔
う
た
め

に
飲
ん
で
い
る
人
も
い
る
。

自
分
だ
け
が
頼
り
の
時
、
自

分
が
苦
し
く
な
れ
ば
酒
の
中

に
で
も
逃
げ
た
く
な
る
。
そ

う
い
う
私
の
姿
が
、
こ
こ
に

語
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
」
と
、

深
い
悲
し
み
に
満
ち
た
声
で

語
ら
れ
た
。
そ
の
声
は
堂
内

に
響
き
わ
た
り
、そ
こ
に
参
っ

た
一い

ち

人に
ん

一い
ち

人に
ん

の
心
を
突
き
動

か
し
た
こ
と
を
想そ

う

起き

す
る
。

５月３日　三日のご坊
　講題　「語り継

つ

がれる真
しんしゅう

宗民
み ん

話
わ

」

　講師　三
み

島
しま

  清
きよ

圓
まる

氏（西
さい

念
ねん

寺
じ

）

５月２８日　親鸞聖人ご命日法座
　講題　「私が出会った人たち」

　講師　日
ひ

野
の

  益
ます

良
ら

氏（桂
けい

林
りん

教
きょうかい

会）

別院定例法座 午後１時から

　オウム真理教の事件から約20
年。カルト宗教は収束した問題で
はありません。今も様々な勧誘方
法を駆

く

使
し

して、入信した信者に全
てを委

ゆだ

ねさせ、その人の自由な思
考や判断を奪い支配しようとしま
す。その結果、家庭生活が破壊さ
れ、社会的立場が失われ経済的に
も追いつめられるという事象が起
こっています。
　親元を離れて新しい学生生活が
始まったこの時期、家やこれまで
の友だちとも別れて一人で不安が
多い時でもあります。そんな時カ
ルトは、とても優しく親しげに声
をかけて友人関係を作りながら、
言葉巧

たく

みに誘ってきます。
　その勧誘については、大学など
も注意を呼びかけるので構内で誘
うことは少なくなっています。現
在はインターネットを介して新入

生歓迎の催
もよお

し、就活セミナー、ボ
ランティアサークルなどの呼びか
けや個人的接触から勧誘に入る
ケースが増加しています。
　もちろん様々なサークルや活
動への呼びかけがいつもカルト
の勧誘であるわけではありませ
ん。肝心なことは、たまたま出
会った誘いがカルトの勧誘であ
ることに気づき、深みに嵌

はま

る前
に引き返すことです。そのため
にまず必要なことは、こうした
問題があることをしっかり知っ
ていただくことです。
　真宗大谷派では、こうした問題
を知っていただくために学生向け
のパンフレットを
用意しています。
ご入り用の方は教
務所までお問い合
わせください。

大学などの新入生がいるご家庭へ
あなたは狙われているあなたは狙われているあなたは狙われている

カルト問題の詳細に
ついてはこちら



　宗祖の御遠忌記念事業として東本願
寺境内地に植

しょくじゅ

樹された荘川桜が、３月中
旬から下旬にかけて満開となりました。
　昨年の12月の植樹から３ヶ月、こうして
東本願寺の境内に飛騨の荘川桜が根づ
き、満開を迎えたことは大変喜ばしいこ
とです。
　春のすみきった青空、修復が完了した
阿弥陀堂、そして満開の荘川桜と、東本願
寺境内地の新たな光景が生まれました。

満開の本山荘
しょうかわざくら

川桜

飛騨御坊御遠忌通信⑩

飛
ひ

騨
だ

御
ご

坊
ぼう

子ども報恩講開催

満開の本山荘川桜をご覧になるご門首夫妻

No.345　（２）ひ　　　だ　　　ご　　　坊仏暦２５６１（２０１８）年　

定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
４
月
２8
日（
土
）…
櫻
居
和
彦
氏
［
西
光
寺
］　

○
5
月
３
日（
木
）…
三
島
清
圓
氏
［
西
念
寺
］　

○
5
月
１１
日（
金
）…
三
島
多
聞
輪
番　
　
　
　
ど
な
た
さ
ま
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。

　

記事についてのお問い合わせは高山教務所まで ☎（0577）32-0776「ひだご坊」ホームページ hidagobo.jp

教
化
研
究
所

　課
題
別
講
義
（
公
開
）

教
化
研
究
所

　課
題
別
講
義
（
公
開
）

教
化
研
究
所

　課
題
別
講
義
（
公
開
）

高
山
二
組
若
声
会

　連
続
公
開
学
習
会
②

高
山
二
組
若
声
会

　連
続
公
開
学
習
会
②

高
山
二
組
若
声
会

　連
続
公
開
学
習
会
②

日　

時　
５
月
24
日（
木
）

　
　
　
　

午
後
１
時
半
か
ら

講　

師　

竹た
け

橋は
し　

太ふ
と
し 

氏

　
　
　
　
（
本
山
本
廟
部
出
仕
）

内　

容　

帰
敬
式
の
歴
史
と
そ

の
意
義
に
つ
い
て

会　

場　

高
山
別
院
会
館

２
階
研
修
室

日　

時　
５
月
30
日（
水
）

　
　
　
　

午
後
７
時
半
か
ら

講　

師　

海か
い　

法ほ
う
り
ゅ
う龍
氏

　
　
　
　
（
東
京
教
区
長
願
寺
）

内　

容　

歎
異
抄
第
十
三
章

会　

場　

高
山
別
院　

仮
本
堂

聴
講
料　
５
０
０
円

人
生
の

「
こ
ん
な
こ
と
」「
あ
ん
な
こ
と
」

る
し
楽
し
い
」、「
こ
の
道
は
、
歩
き
に
く
い
」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
応
え
ら
れ
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。
道
は
「
人
生
」
に
譬
え
ら
れ
ま
す
。
だ

と
す
る
と
、
楽
し
い
道
と
応
え
ら
れ
た
方
は
、

「
い
ま
」
は
幸
い
で
す
。
人
生
を
洋
々
と
歩
い

て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
つ
ら
い
道
と
応
え
ら
れ
た
方
は
、「
い
ま
」

は
人
生
に
難な

ん

儀ぎ

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

換か

え
ら
れ
な
い
器う

つ
わ

　

こ
れ
は
心
理
テ
ス
ト
で
は
な
く
、「
感
情
の

世
界
」、「
人
生
の
課
題
」、「
人
生
の
道
」
に

つ
い
て
、
ご
自
分
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
世
界
だ

と
い
え
ま
す
。
あ
え
て
紙
に
エ
ン
ピ
ツ
で
描
か

な
く
て
も
、
ご
自
分
で
味
わ
っ
て
い
る
世
界
で

あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
「
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
」

と
し
て
、
お
話
し
し
て
、
描
い
て
い
た
だ
い
た

「
川
」、「
山
」、「
道
」
は
幼
児
期
に
い
た
だ

い
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
川
の
流
れ
は
「
い

ま
」
の
あ
り
様
で
す
。
で
す
か
ら
、
穏
や
か
な

流
れ
の
と
き
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
氾
濫

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
山
は
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
と
き
も
、
眺
め
る
時
期
も
あ
り
ま

し
ょ
う
。
道
も
同
様
で
す
。
楽
し
い
と
き
も
つ

ら
い
と
き
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ

が
、
人
生
で
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
、
み
な
さ
ん
と
考
え
て
み
た
い
の
は
、

「
川
」、「
山
」、「
道
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
様

で
、
味
わ
い
方
も
感
じ
方
も
違
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
器
と
し
て
の
「
川
」、「
山
」、「
道
」

は
、
生
涯
を
通
じ
て
変
わ
り
ま
せ
ん
。
換
え
た

い
と
思
っ
て
も
換
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
山
に
登
る

の
も
、
登
ら
な
い
の
も
あ
な
た
ご
自
身
で
す
、

い
か
な
る
道
も
歩
く
の
は
あ
な
た
ご
自
身
で
す
。

　

人
生
と
は
、
い
た
だ
い
た
こ
の
わ
た
し
の

「
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
」
を
生
き
る
こ
と
に
他
な

り
ま
せ
ん
。

　去る3月31日、飛騨御坊（高山別院）において、老若男女約
70名の参加により子ども報恩講をおつとめしました。「生まれ
る～本当にうれしいことって何だろう～」をテーマに、飛騨全
域より集まった人 と々共に正信偈を唱和し、仏さまのお話を聞
き、ご坊うどんのお斎

とき

をいただきながら仏事としての子ども報
恩講を大切に過ごしました。
　講師の帰

かえりくも

雲真
ま

智
さと

氏（還
げん

來
らい

寺
じ

住職）は、『アンパンマンの
マーチ』の「何のために生まれて何をして生きるのか」という
歌詞を紹介されて、「私は何のために生まれてきたかという言
葉を聞くと、私たち人間に成

な

るために生まれてきたのです。人
間に成るというのは、ごめんなさい、ありがとうという心を忘
れず、今あるいのちを喜んで生きることです。そのことを、仏さ
まは南無阿弥陀仏という言葉で私たち一人ひとりに呼びかけ
て下さっています」というお話をして下さいました。
　2018年4月28日は飛騨御坊宗祖親鸞聖人750回御遠忌讃

さん

仰
ごう

事業「家族deご遠忌」をおつとめします。ご家族、ご友人を
誘い合ってお参り下さい。

ご
あ
い
さ
つ

　

読
者
の
み
な
さ
ま
、
そ
の
後
い
か
が
お
過
ご

し
で
し
た
か
。
サ
ガ
エ
さ
ん
は
相
変
わ
ら
ず
、

あ
れ
が
嫌
、
こ
れ
が
嫌
と
「
こ
こ
ろ
と
か
ら

だ
」
を
持
て
余
し
て
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
。
先

回
は
、
人
生
の
物
語
の
始
ま
り
と
し
て
幼よ

う
し
ょ
う少
期き

の
「
起き

の
物
語
」
の
中
で
、「
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ

と
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。
今
回
は
、

「
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
」
の
原げ

ん

風ふ
う

景け
い

を
お
話
し

し
て
み
ま
す
。
ひ
と
の
こ
こ
ろ
に
あ
る
原
点
と

も
い
え
る
風
景
で
す
。
こ
こ
ろ
に
思
い
描
く
こ

と
も
で
き
る
の
で
、
実
際
に
描
い
て
も
ら
う
こ

と
か
ら
今
日
は
お
話
し
し
て
み
ま
す
。

あ
な
た
自
身
の
「
い
ま
」
と
の
出
会
い

　

紙
に
エ
ン
ピ
ツ
で
「
流
れ
る
川
」
を
描
い
て

み
ま
し
ょ
う
。
二
本
の
線
を
描
け
ば
「
流
れ
る

川
」
と
な
り
ま
す
。
つ
ぎ
に
「
山
な
み
」
を
描

い
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
山
の
稜り

ょ
う
せ
ん線
も

な
ん
な
く
描
け
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ぎ
に
「
歩

く
道
」
を
描
い
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
歩
く

道
も
、
細
い
道
、
曲
が
り
道
、
分
か
れ
道
と
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
も
容よ

う

易い

に
描
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
上
手
下
手
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

紙
に
描
い
て
見
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。
描
け
な

け
れ
ば
、
頭
に
思
い
描
く
だ
け
で
も
結
構
で

す
。

　

さ
て
、
紙
に
描
か
れ
た
絵
を
な
が
め
て
み
て

く
だ
さ
い
。
ま
ず
は
、「
川
」
を
見
て
ご
自
分

と
対
話
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
サ
ガ
エ
さ
ん
が

読
者
の
あ
な
た
に
語
り
か
け
ま
す
ね
。「
あ
な

た
が
描
か
れ
た
川
の
流
れ
は
、
小
川
の
よ
う
で

す
か
？
そ
れ
と
も
、
氾は

ん

濫ら
ん

し
そ
う
な
大
川
で
す

か
？
」。
読
者
の
あ
な
た
は
、
ご
自
分
で
お
応こ

た

え
く
だ
さ
い
。「
せ
せ
ら
ぎ
の
よ
う
な
小
川
で

す
・
・
・
」、「
大
川
が
怒ど

涛と
う

の
よ
う
に
流
れ
て

い
る
の
で
す
」
と
自
由
で
す
。
あ
な
た
が
描
か

れ
た
川
と
、
ご
自
分
の
語
ら
い
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
思
い
が
湧わ

い
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
川
や

水
は
、「
感
情
」
に
譬た

と

え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
だ
と
し
ま
す
と
、
せ
せ
ら
ぎ
の
よ
う
な
透

明
な
川
と
応
え
ら
れ
た
方
は
、「
い
ま
」
は
こ
こ

ろ
が
穏
や
か
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ご
自

分
が
描
か
れ
た
大
川
が
氾
濫
し
そ
う
だ
と
応
え

ら
れ
た
方
は
、「
い
ま
」
は
穏
や
か
な
ら
な
い
こ

と
に
直
面
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

つ
ぎ
に
、
ご
自
分
が
描
か
れ
た
「
山
」
に
目

を
移
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
サ
ガ
エ
さ
ん

が
あ
な
た
に
問
い
か
け
ま
す
。「
ご
自
分
が
描

か
れ
た
そ
の
山
に
登
っ
て
み
た
い
で
す
か
？
」。

「
そ
う
だ
ね
、
つ
ぎ
の
休
み
に
登
っ
て
み
よ
う

か
」
と
応
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

「
当
分
は
見
て
お
く
だ
け
に
し
よ
う
」
と
応
え

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
山
は
「
人
生
の
課

題
」
に
譬
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
だ
と

す
る
と
、
ご
自
分
が
描
い
た
山
に
登
ろ
う
と
思

わ
れ
た
方
は
、「
い
ま
」
は
ご
自
分
の
課
題
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
当
分
は
見
て
お
こ
う
と
応

え
ら
れ
た
方
は
、「
い
ま
」
は
あ
た
た
め
て
お
こ

う
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
最
後
は
「
道
」
で
す
。
サ
ガ
エ
さ

ん
が
あ
な
た
に
問
い
か
け
ま
す
。「
あ
な
た
が

描
か
れ
た
道
は
歩
い
て
楽
し
い
道
で
す
か
？
い

や
、
つ
ら
い
道
で
す
か
？
」。「
道み

ち

草く
さ

も
で
き

佐さ

賀が

枝え

夏な
つ

文ふ
み

　

次
回
は
藤
場
芳
子
さ
ん
の
「
女
と
男
の
ナ
ム

ア
ミ
ダ
ブ
ツ
�
」
で
す
。

家
族
で
語
ろ
う


